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凡
例

本
Ｐ
Ｄ
Ｆ
は
、
岩
波
書
店
刊
『
三
木
清
全
集
』（1966

〜68

、1986

年
）
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下

の
よ
う
な
改
定
を
施
し
て
い
る
。

・
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
旧
仮
名
遣
い
は
新
仮
名
使
い
に
改
め
た
。

・
送
り
仮
名
を
一
部
現
代
的
に
改
め
た
。「
表
は
す
・
現
は
す
・
顕
は
す
・
著
は
す
・
露
は
れ
」
は
「
表
す
・
現
す
・
顕
す
・

著
す
・
露
れ
」
と
、「
明
か
」
は
「
明
ら
か
」、「
少
い
」
は
「
少
な
い
」、「
異
る
」
は
「
異
な
る
」
な
ど
多
数
に
の
ぼ
る
。

・「
帰き
ち
ゃ
く著

」
な
ど
現
代
的
に
は
「
著
」
で
は
な
く
「
着
」
が
使
わ
れ
る
ケ
ー
ス
は
「
帰
着
」
等
と
変
え
た
。「
屡
」
は
「
屡
々
」

と
し
た
。「
愈
い
よ
い
よ」「

益
ま
す
ま
す」

も
「
愈
々
」「
益
々
」
と
。

・
人
名
な
ど
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
論
文
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
主
な
も
の
は
統
一
し
た
。
殊
に
「
ヰ
・

ヸ
・
ヷ
」
な
ど
現
代
で
は
使
わ
れ
な
い
も
の
は
す
べ
て
変
え
た
。

・
ル
ビ
は
底
本
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
加
え
て
、
漢
字
の
読
み
と
し
て
作
成
者
が
追
加
し
た
。
そ

れ
ら
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。

・〔
〕
は
編
者
。【
】
に
よ
る
注
記
、
お
よ
び
ペ
ー
ジ
左
端
の
脚
注
は
作
成
者
の
も
の
で
あ
る
。「
解
題
」
は
作
成
者
に
よ
る
。

・
文
献
名
が
青
字
斜
体
で
あ
る
の
は
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
文
献
中
の
ロ
ー
マ
数
字
は
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
トI, II, IV, X

で
代
用
し
て
い
る
。

・
ギ
リ
シ
ャ
文
字
はTekniaG

reek font

を
使
っ
て
い
る
。
但
しφι
は
作
成
ソ
フ
ト
と
の
相
性
が
悪
く
別
フ
ォ
ン
ト
で
あ
る
。



底
本
と
し
た
全
集
の
編
集
方
針
は
、「
原
則
と
し
て
最
終
稿
を
原
典
と
し
、
校
異

は
特
別
の
他
示
さ
な
い
。
明
確
な
誤
記
・
誤
植
以
外
は
原
形
を
保
存
す
る
。
歴
史

的
意
義
を
持
つ
初
期
著
作
は
原
形
の
ま
ま
収
録
し
、
各
種
発
表
さ
れ
た
た
ぐ
い
の

も
の
は
、
分
類
し
年
代
順
に
配
列
し
た
。」
と
あ
る
。

底
本
と
し
た
全
集
は
、
次
の
五
氏
の
編
集
よ
り
な
っ
た
も
の
で
す
。

大
内　

兵
衛

東
畑　

精
一

羽
仁　

五
郎

桝
田
啓
三
郎

久
野　
　

收
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三
木
清
全
集
第
十
一
巻　

文
学
論
稿

目
次啓

蒙
文
学
論

芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値

文
学
形
態
論

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
パ
ト
ロ
ギ
ー

ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
と
文
学

文
学
に
於
け
る
世
代
の
問
題

文
学
史
方
法
論

シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
に
つ
い
て



5

行
動
的
人
間
に
つ
い
て

芸
術
の
思
想
性
に
つ
い
て

古
典
に
お
け
る
歴
史
と
批
評

文
芸
的
人
間
学

【
解
題
】



六

文
学
論
稿



七

啓
蒙
文
学
論

啓
蒙
文
学
論	

【1929.10

】

一

旧
き
社
会
の
変
革
、
新
し
き
社
会
の
建
設
の
過
程
に
於
け
る
最
も
一
般
的
な
現
象
の
ひ
と
つ
は
啓
蒙
運
動
で
あ

ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
於
て
ひ
と
は
普
通
に
啓
蒙
時
代
と
い
わ
れ
る
ひ
と
つ
の
時
代
を
区
別
す
る
。
そ
れ

は
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
封
建
貴
族
並
び
に
君
主
に
対
し
て
次
第
に
政
治
的
に
自
己
の
地
位
を
確
立
し
た
時
で

あ
っ
た
。
こ
の
と
き
こ
の
新
興
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
所
謂
啓
蒙
哲
学
者
、
啓
蒙
文
学
者
の
群
が
現
れ
、

啓
蒙
運
動
の
潮
が
一
般
的
に
捲
き
起
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
の
経
済
的
事
情
に
相
応
し
て
、イ
ギ
リ
ス
を
先
頭
と
し
、

次
い
で
フ
ラ
ン
ス
、
後
に
は
ド
イ
ツ
へ
拡
が
っ
て
い
っ
た
。
啓
蒙
思
潮
の
代
表
者
の
有
名
な
者
を
文
学
に
関
係
し

て
挙
げ
る
な
ら
ば
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
デ
ィ
ド
ゥ
ロ
な
ど
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

何
故
に
社
会
の
変
革
＝
建
設
の
時
期
に
あ
た
っ
て
特
に
啓
蒙
的
と
い
わ
れ
る
運
動
が
起
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
と
き
新
興
階
級
は
従
来
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
、
自
己
の
階
級
の
要
求
に
応
ず
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
急
速

に
生
産
し
、
普
及
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
こ
の
必
要
は
何
よ
り
も
第
一
に
政
治
的
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合



八

文
学
の
如
き
も
の
と
雖
も
必
然
的
に
政
治
的
な
目
的
意
識
の
も
と
に
於
て
制
作
さ
れ
、
評
価
さ
れ
る
。
併
し
な
が

ら
新
興
階
級
の
終
局
的
な
勝
利
は
単
な
る
政
治
的
勝
利
の
み
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
固
よ
り
先
ず
政

治
的
勝
利
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
単
に
政
治
的
勝
利
を
通
過
し
た
だ
け
で
新
興
階
級
は
完
全

に
勝
利
を
獲
る
の
で
な
い
。
新
興
階
級
は
更
に
文
化
的
勝
利
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自
己
の
解
放
を
完
全

に
成
就
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
社
会
の
変
革
に
於
て
解
放
さ
る
べ
き
被
支
配
階
級
は
支
配
階
級
に
比
し
て

つ
ね
に
大
衆
で
あ
る
。
従
っ
て
変
革
期
に
於
け
る
文
化
運
動
は
必
然
的
に
大
衆
性
を
担
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ

と
か
ら
し
て
そ
れ
は
啓
蒙
運
動
と
し
て
規
定
さ
れ
、
特
色
付
け
ら
れ
る
に
到
る
。
啓
蒙
的
と
い
う
こ
と
は
大
衆
的

と
い
う
こ
と
と
結
び
付
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
啓
蒙
は
何
よ
り
も
第
一
に
政
治
的
啓
蒙
で
あ
る
の
が
つ
ね

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
啓
蒙
運
動
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
十
七
八
世
紀
の
か
の
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
時

代
に
限
ら
れ
た
現
象
で
は
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
社
会
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
ロ
シ
ヤ
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
今
日

極
め
て
執
拗
に
、
情
熱
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
は
違
っ
た
意
味
で
我
々
は
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
や

ル
ナ
チ
ャ
ル
ス
キ
ー
、
等
々
を
啓
蒙
主
義
者
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
啓
蒙
的
な
文
学
は
、
啓
蒙
的
な
文
学
思

想
と
共
に
、
今
日
多
量
に
生
産
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
日
本
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
の
行
わ
れ
た
明
治
の
初
め
に
於
て
も

啓
蒙
運
動
が
あ
っ
た
。
中
江
兆
民
、
福
沢
諭
吉
な
ど
は
啓
蒙
思
想
家
で
あ
っ
て
、
彼
等
が
輸
入
し
た
の
は
ブ
ル
ジ



九

啓
蒙
文
学
論

ョ
ワ
啓
蒙
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
で
あ
る
。『
経
国
美
談
』
等
の
啓
蒙
文
学
も
現
れ
、『
小
説
神
髄
』

の
如
き
は
啓
蒙
主
義
の
文
学
論
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

啓
蒙
的
は
大
衆
的
と
し
て
啓
蒙
的
で
あ
る
。
こ
の
と
き
大
衆
的
と
は
人
道
主
義
者
の
考
え
る
よ
う
に
漠
然
と
人

類
的
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
少
数
者
の
階
級
た
る
支
配
階
級
に
対
し
て
擡
頭
し
、
そ
れ
に
代
る
被
支
配
階

級
が
多
数
者
の
階
級
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
啓
蒙
運
動
は
社
会
の
変
革
＝
建
設
期
に
於
け
る
新
興
階
級
の
発

展
に
応
じ
て
発
展
す
る
特
殊
な
る
階
級
的
運
動
で
あ
る
。
我
々
は
啓
蒙
運
動
を
そ
の
階
級
的
意
義
に
於
て
把
握
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
啓
蒙
運
動
は
人
道
主
義
的
運
動
で
は
な
い
。
既
に
一
般
的
な
啓
蒙
、
読
み
、
書
き
、
算
数
の
如
き

に
対
す
る
要
求
で
さ
え
も
、
大
衆
が
そ
の
社
会
的
隷
属
の
位
置
に
満
足
し
て
い
る
限
り
、
啓
蒙
運
動
の
規
模
に
於

て
現
れ
得
な
い
。
一
般
的
な
啓
蒙
が
大
衆
的
に
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
大
衆
が
階
級
的
に
目
覚
め
始
め
つ
つ

あ
る
こ
と
で
あ
り
、
階
級
意
識
の
自
然
生
長
の
第
一
歩
で
あ
る
。
啓
蒙
運
動
は
大
衆
の
自
然
生
長
的
な
階
級
意
識

の
地
盤
に
於
て
行
わ
れ
る
目
的
意
識
的
な
階
級
的
運
動
で
あ
る
。
或
い
は
我
々
は
そ
れ
を
大
衆
を
階
級
に
ま
で
高

め
る
運
動
で
あ
る
と
も
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
場
合
大
衆
と
は
、
マ
ル
ク
ス
的
、
弁
証
法
的
用
語
を
用
い

る
な
ら
ば
、「
他
に
対
し
て
の
階
級
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
た
階
級
と
は
「
自
己
自
身

に
と
っ
て
の
階
級
」
の
こ
と
で
あ
る
。
大
衆
は
資
本
の
支
配
に
よ
っ
て
一
の
共
同
の
状
態
、
共
通
の
利
害
関
係
に



一
〇

お
か
れ
、
か
く
て
既
に
資
本
に
対
し
て
は
一
の
階
級
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
お
未
だ
自
己
自
身

に
と
っ
て
の
階
級
で
あ
る
と
は
云
え
な
い
。
か
く
な
る
た
め
に
は
大
衆
は
目
的
意
識
的
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
大
衆
は
階
級
と
し
て
自
己
の
本
質
を
自
覚
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
今
日
の
所
謂
大
衆
文

学
な
る
も
の
が
本
質
的
に
は
何
等
大
衆
文
学
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
謂
わ
れ
た
大
衆

と
は
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
寄
席
に
集
っ
て
来
る
が
如
き
「
群
衆
」
の
こ
と
で
あ
り
、現
象
と
し
て
の
大
衆
で
あ
る
。

大
衆
物
と
は
通
俗
物
の
別
名
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
人
間
は
群
衆
と
し
て
意
識
を
低
下
し
、
そ
こ
で
は
個
々
の
人

格
と
し
て
よ
り
も
低
き
思
惟
、
感
情
等
が
作
用
す
る
、
と
い
う
か
の
群
衆
心
理
学
に
於
て
広
く
承
認
さ
れ
て
来
た

と
こ
ろ
の
一
般
命
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
代
の
群
衆
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
と
し
て
も
、
今
日
で
は
も
は
や
通

用
し
な
い
。
今
日
大
衆
は
も
は
や
群
衆
で
な
く
、
却
っ
て
自
覚
的
な
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
階
級
に
ま
で
組
織
さ

れ
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
群
衆
が
階
級
に
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
今
日
の
所
謂
大
衆
文
学
は
次
第
に
異
な
っ
た
形

態
を
と
り
、
か
く
て
全
く
新
た
な
る
も
の
に
転
化
す
る
に
到
る
で
あ
ろ
う
。
固
よ
り
一
般
的
な
啓
蒙
は
階
級
的
な

啓
蒙
の
最
初
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
所
謂
大
衆
文
学
も
一
般
的
な
啓
蒙
に
役
立
つ
限
り
無
価
値
で
あ
る
の

で
は
な
い
。
併
し
啓
蒙
の
内
容
は
原
理
的
に
は
階
級
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
我
々
は
啓
蒙
運
動
の
本
質
規
定

を
次
の
よ
う
に
決
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
と
思
う
、
即
ち
啓
蒙
運
動
と
は
大
衆
の
自
然
生
長
的
な
階
級
意
識
を



一
一

啓
蒙
文
学
論

取
り
あ
げ
て
目
的
意
識
的
に
し
、
か
か
る
目
的
意
識
を
再
び
大
衆
に
結
合
す
る
運
動
で
あ
る
。

私
は
現
在
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
一
般
に
啓
蒙
文
学
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
は
し
な
い
か
と
思
う
。

こ
の
文
学
の
原
理
と
し
て
屡
々
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
以
前
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
異
な
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
理
由
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
右
に
規
定
さ
れ
た
意
味
で
啓
蒙
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
自
然
に
理
解
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
大
衆
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
於
て
求
め
る
も
の
は
単
な
る
娯
楽
で
は
固
よ
り
な
く
、
ま
た

慰
安
と
い
う
が
如
き
も
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
啓
蒙
で
あ
る
。
大
衆
の
啓
蒙
の
要
求
の
発
展
に
つ
れ
て
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
の
形
態
も
発
展
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
か
の
暴
露
文
学
の
如
き
か
ら
組
織
問
題
を
中
心
と
す
る
文
学
に

ま
で
伸
び
て
来
る
。

二

啓
蒙
的
と
い
う
こ
と
は
世
の
い
わ
ゆ
る
教
養
あ
る
人
々
、
趣
味
あ
る
人
々
か
ら
最
も
屡
々
侮
蔑
の
眼
を
も
っ
て

視
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
啓
蒙
的
は
教
養
と
趣
味
と
の
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
彼
等
の
見
方
が

如
何
に
主
観
的
で
あ
る
か
は
、彼
等
が
世
界
史
的
な
事
実
を
見
よ
う
と
欲
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

十
七
八
世
紀
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
啓
蒙
運
動
の
諸
思
潮
は
近
代
文
化
の
出
発
点
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
礎
を
据
え
た
も
の
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で
あ
り
、
こ
れ
な
く
し
て
は
シ
ェ
ク
ス
ピ
ヤ
も
モ
リ
エ
ー
ル
も
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
賢
者
ナ
タ
ン
』
も
、
カ
ン
ト

の
『
純
粋
理
性
批
判
』
も
考
え
得
な
い
。
カ
ン
ト
の
こ
の
書
物
が
そ
の
当
時
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
を
得
る
こ
と
の
出

来
た
ひ
と
つ
の
大
な
る
理
由
は
、
そ
れ
が
「
理
性
」
及
び
「
批
判
」
と
い
う
時
代
の
合
言
葉
を
題
名
に
選
ん
で
も

っ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
、
ひ
と
の
知
る
通
り
、『
啓
蒙
と
は
何
か
』
と
い
う
論
文
を
も

書
い
て
い
る
。
今
日
ま
さ
に
世
界
史
的
な
規
模
に
於
て
進
展
し
つ
つ
あ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
啓
蒙
運
動
は
新
し
い
社

会
へ
の
出
発
点
で
あ
り
、
新
し
き
文
化
の
基
石
を
置
き
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
義
を
正
確
に
把
握
す
る

た
め
に
は
、
我
々
は
啓
蒙
と
い
う
こ
と
を
単
に
量
的
に
で
な
く
、
質
的
に
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
永
遠
な

も
の
と
考
え
ら
れ
た
一
定
の
文
化
が
、
今
の
場
合
で
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
が
、
広
い
底
の
層
に
ま
で
ゆ
き
わ
た
る

こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
新
し
い
性
質
の
文
化
が
新
興
階
級
の
間
に
生
産
さ
れ
、
普
及
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

し
て
こ
の
階
級
が
実
は
大
衆
の
階
級
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
啓
蒙
時
代
に
あ
っ
て
も
、
啓

蒙
運
動
は
中
世
的
封
建
的
文
化
の
普
及
化
を
目
差
し
た
の
で
な
く
、
反
対
に
、
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
文
化
の
生
産

と
普
及
と
を
目
的
と
し
た
の
で
あ
る
。

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
啓
蒙
時
代
に
於
て
先
駆
を
な
し
た
の
は
イ
キ
リ
ス
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
は
遅
れ

た
。
英
仏
の
啓
蒙
思
想
が
進
歩
的
で
あ
っ
た
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
は
経
済
上
政
治
上
の
特
殊
事
情
か
ら
却
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啓
蒙
文
学
論

っ
て
保
守
的
で
さ
え
あ
っ
た
。
今
の
啓
蒙
運
動
の
先
頭
に
立
つ
も
の
は
、
固
よ
り
イ
ギ
リ
ス
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス

で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
で
も
な
く
、
却
っ
て
ロ
シ
ヤ
で
あ
る
。
我
々
は
何
よ
り
も
ロ
シ
ヤ
に
多
く
を
学
ぶ
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
現
在
日
本
に
於
け
る
美
学
、
一
般
に
哲
学
が
あ
ま
り
に
甚
し
く
ド
イ
ツ
の
影
響
の
も
と
に
あ

る
事
情
か
ら
考
え
て
特
に
云
っ
て
お
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
か
く
語
る
こ
と
は
勿
論
我
々
が
シ
ラ
ー
や
ゲ
ー

テ
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
偉
大
な
る
業
績
を
何
人
に
も
増
し
て
尊
敬
す
る
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
の
で
あ

る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
終
結
を
論
じ
、
そ
し
て
「
ド
イ
ツ
労
働
運
動
は
実
に
ド
イ
ツ
古
典
哲
学

の
継
承
者
で
あ
る
」
と
云
っ
た
。
古
典
美
学
も
ま
た
啓
蒙
美
学
に
よ
っ
て
代
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
言
う
ま
で
も
な

く
啓
蒙
美
学
、
具
体
的
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
芸
術
論
は
な
お
未
だ
完
成
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
故
を
も

っ
て
こ
れ
を
非
難
し
た
り
、
こ
れ
に
懐
疑
の
眼
を
向
け
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
故
に
こ
そ

我
々
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
芸
術
論
の
竣
工
に
向
っ
て
ひ
た
す
ら
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
お
不
完
全
で

あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
我
々
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
美
学
の
方
へ
後
退
し
た
り
、
ま
た
何
か
完
全
な
も
の
が
何
処
か
ら
か

神
来
的
に
や
っ
て
来
る
と
思
っ
た
り
し
て
は
な
ら
ぬ
。
歴
史
は
必
然
的
な
道
を
歩
む
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
は
次
第

に
生
産
性
を
失
っ
て
来
た
。
し
か
も
新
し
い
も
の
は
天
降
っ
て
来
る
の
で
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
解
放
運
動
の
進

展
と
共
に
一
歩
一
歩
と
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
実
の
運
動
の
過
程
を
措
い
て
生
産
的
な
芸
術
及
び
芸
術
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論
の
現
る
べ
き
如
何
な
る
地
盤
も
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
真
理
は
仕
上
っ
た
貨
幣
で
は
な
い
。
そ
れ
は
我
々
が
ポ

ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
持
ち
廻
り
そ
れ
で
す
ぐ
に
支
払
の
出
来
る
貨
幣
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

わ
が
国
に
於
て
上
に
規
定
さ
れ
た
意
味
で
の
啓
蒙
文
学
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
か
の
い
わ
ゆ
る
芸
術
大
衆
化

の
問
題
が
議
事
日
程
に
の
ぼ
る
に
到
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
と
見
ら
れ
得
る
。
こ
の
問
題
提
出
は
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
論
に
於
け
る
恐
ら
く
劃
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
客
観
的
に
は
、
日
本
に
於
け
る

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
組
織
の
仕
事
が
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
、
そ
の
党
が
大
衆
の
党
と
し
て
出
現
し
始
め
た
と

こ
ろ
に
、
そ
の
根
拠
を
有
す
る
。
芸
術
は
大
衆
の
中
へ
這
入
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
大
衆
の
中
へ
這
入

っ
て
ゆ
き
得
る
た
め
に
は
、
芸
術
は
大
衆
の
意
識
を
取
り
上
げ
て
こ
れ
を
表
現
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
表
現
と
は
一
般

に
自
然
生
長
的
な
も
の
を
目
的
意
識
的
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
大
衆
的
に
な
り
得
る
た
め
に
は
、
大
衆
の

意
識
の
層
に
応
じ
て
か
か
る
目
的
意
識
化
に
も
層
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
か
ら
農
民
の
文
学
と
本
来
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
の
文
学
と
の
差
異
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
大
衆
の
意
識
に
層
が
あ
る
と
い
う
の
は
絶
対
的
に
自
然

生
長
的
な
意
識
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
芸
術
運
動
に
於
け
る
い
わ
ゆ
る
前
衛
性
と
大
衆
性
と

の
区
別
は
抽
象
的
に
で
な
く
、
動
的
に
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
芸
術
は
大
衆
の
中
へ
這
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
に

よ
っ
て
大
衆
の
闘
争
運
動
を
強
化
、
拡
大
す
る
。
そ
れ
が
大
衆
の
意
識
の
目
的
意
識
的
な
表
現
で
あ
る
か
ら
で
あ
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啓
蒙
文
学
論

る
。
し
か
る
に
大
衆
の
強
化
、
伸
長
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
生
産
、
向
上
、
発
展
の
前
提
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
う
ち
に
こ
そ
、
将
来
に
於
け
る
新
し
い
建
設
的
な
生
活
内
容
の
萌
芽
が
あ
り
、
次
代
の
新

し
い
「
芸
術
性
」
の
た
め
の
諸
条
件
が
横
た
わ
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
階
級
の
中
へ
拡
大
し
て

行
く
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸

術
は
、
大
衆
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
芸
術
性
を
喪
失
し
て
ゆ
く
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
益
々
新
し
い

内
容
と
、
形
式
と
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
べ
き
新
「
芸
術
性
」
の
諸
条
件
と
を
、
み
ず
か
ら
の
も
の
と
な
し
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
大
衆
の
文
学
と
し
て
出
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
啓
蒙
思
潮
の
一
般
的
な
特
徴
は
、
第
一
に
、
そ
れ
が
唯
物
論
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
定
の
文

化
の
成
立
期
に
は
唯
物
論
が
、
そ
し
て
そ
の
円
熟
期
に
は
観
念
論
が
現
れ
る
、
と
我
々
は
概
括
的
に
云
う
こ
と
も

出
来
よ
う
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
啓
蒙
時
代
に
も
唯
物
論
が
勃
興
し
た
。
現
代
の
唯
物
論
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
啓
蒙
期
に
相

応
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
二
つ
の
社
会
変
革
に
於
て
そ
の
前
提
に
著
し
い
逕け
い
て
い庭

が
あ
る
よ
う
に
、
二
つ

の
唯
物
論
の
根
本
的
な
相
違
も
明
白
で
あ
る
。
前
者
は
抽
象
的
、
機
械
的
で
あ
り
、
後
者
は
具
体
的
、
弁
証
法
的

で
あ
る
。
第
二
に
、
啓
蒙
思
潮
は
批
判
的
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
啓
蒙
時
代
に
あ
っ
て
も
批

判
と
い
う
こ
と
が
流
行
し
た
。
そ
の
あ
ら
ゆ
る
論
文
に
批
判
な
る
語
を
書
き
付
け
た
人
さ
え
あ
っ
た
。
我
々
は
シ
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ャ
フ
ツ
ベ
リ
イ
や
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ッ
ド
な
ど
に
於
て
も
屡
々
こ
の
語
に
出
会
う
。
ポ
ー
プ
や
ホ
ー
ム
の
如
き
も
彼
等

の
書
物
を
批
判
な
る
語
を
も
っ
て
名
付
け
た
。
そ
の
主
要
な
る
諸
著
作
に
凡す
べ

て
批
判
の
名
を
与
え
た
と
こ
ろ
の
カ

ン
ト
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
序
の
中
で
、「
我
々
の
時
代
は
本
来
の
批
判
の
時
代
で
あ
る
」、
と
云
っ
て
い
る
。

併
る
に
そ
の
時
代
に
於
て
批
判
の
原
理
と
な
っ
た
の
は
、
一
般
的
に
云
っ
て
理
性
で
あ
っ
た
。
理
性
と
は
い
わ
ゆ

る
「
自
然
的
な
も
の
」、
非
歴
史
的
な
も
の
の
謂
で
あ
っ
た
。
レ
ッ
シ
ン
グ
の
「
偶
然
的
な
歴
史
真
理
は
必
然
的

な
理
性
真
理
の
証
明
と
は
決
し
て
な
り
得
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
啓
蒙
思
想
の
精
神
に
於
て
語
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。今
の
時
代
も
ま
た
批
判
的
で
あ
る
。併
し
な
が
ら
こ
の
と
き
批
判
の
原
理
は「
自
然
的
な
も
の
」

で
は
な
く
、
却
っ
て
歴
史
で
あ
る
。
そ
れ
は
抽
象
的
な
理
性
で
な
く
、
具
体
的
な
現
実
の
歴
史
で
あ
る
。
現
代
啓

蒙
思
潮
の
こ
れ
ら
の
一
般
的
な
特
性
に
ま
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
特
性
が
照
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

唯
物
論
的
傾
向
か
ら
こ
の
文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
規
定
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
批
判
的
で
あ
る
が
故
に
、
こ

の
リ
ア
リ
ズ
ム
も
ま
た
単
な
る
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
も
そ
こ
で
は
歴
史
が
重
要
な
意
味
を

も
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
は
な
お
一
層
截
然
と
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
区
別

さ
れ
る
。
そ
し
て
唯
物
論
は
ま
さ
に
弁
証
法
的
唯
物
論
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
い
わ
ゆ
る
綜
合
リ
ア

リ
ズ
ム
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
弁
証
法
は
普
遍
と
特
殊
と
の
具
体
的
統
一
を
説
い
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
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啓
蒙
文
学
論

は
現
代
社
会
の
現
実
の
孤
立
し
た
、
特
殊
な
、
偶
然
的
な
場
合
を
唯
そ
れ
だ
け
と
し
て
描
く
こ
と
を
も
っ
て
満
足

し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
凡す
べ

て
の
挿
話
、
凡
て
の
偶
然
の
中
に
全
体
と
し
て
の
現
実
と
の
活
け
る
聯
関
、
過
去

及
び
未
来
へ
の
歴
史
的
過
程
と
の
動
的
聯
関
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
わ
け
て
も
事
件
を
将
来
へ
の

発
展
の
契
機
に
於
て
捉
え
て
、
発
展
的
に
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
で
は
重
要
な
の
で
あ
る
。

か
く
て
現
代
の
啓
蒙
文
学
と
過
去
の
啓
蒙
文
学
と
の
間
に
於
け
る
本
質
的
な
相
違
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
も
と
も
と
啓
蒙
と
い
う
語
は
主
知
主
義
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
十
七
八
世
紀
に
於
け
る
啓
蒙
思
潮
は

主
知
主
義
で
あ
り
、
合
理
主
義
で
あ
っ
た
。
い
ま
我
々
が
こ
の
語
を
用
い
る
と
き
、
我
々
は
固
よ
り
そ
れ
を
か
く

の
如
き
傾
向
か
ら
ど
こ
ま
で
も
解
放
し
て
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
感
性
を
も
っ
て
実
践
的
・
人

間
的
・
感
性
的
活
動
と
し
て
把
握
し
、
直
観
的
唯
物
論
を
実
践
的
唯
物
論
に
転
化
し
た
よ
う
に
、
我
々
は
現
代
の

啓
蒙
運
動
を
実
践
的
、
闘
争
的
本
質
に
於
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
啓
蒙
運
動
の
基
礎
の
上
に
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
階
級
の
文
化
は
華
を
開
い
た
。
併
る
に
そ
れ
と
同
じ
意
味
に
於
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
啓
蒙
運
動
の
基
礎
の
上

に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
文
化
が
実
を
結
ぶ
の
で
は
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
階
級
的
で
あ
る
と
共
に
全
人

類
的
で
あ
る
。
そ
れ
の
究
極
的
な
勝
利
の
日
は
階
級
無
き
社
会
の
到
来
す
る
日
で
あ
る
、
と
マ
ル
ク
ス
主
義
は
説

く
。
従
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
啓
蒙
運
動
が
終
局
的
に
完
成
す
る
時
は
階
級
文
化
が
真
に
人
類
的
な
文
化
に
転
化
す



一
八

る
時
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
我
々
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
に
対
立
せ
し

め
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
は
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
究
極
的
な
勝
利
は
明
日
来
る
の
で
も
な
く
、
明
後

日
来
る
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
我
々
は
歴
史
の
発
展
の
一
々
の
段
階
を
そ
の
独
自
な
る
意
義
に
於
て
把

握
し
、
評
価
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
ま
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
究
極
的
な
勝
利
の
た
め
に
は
そ
の
文

化
的
勝
利
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
生
産
さ
れ
、
普
及
さ
れ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
は
本
質
的
な

意
味
に
於
け
る
啓
蒙
文
化
で
あ
る
。
我
々
は
啓
蒙
を
階
級
的
な
も
の
と
し
て
規
定
し
て
来
た
。「
大
衆
」は「
階
級
」

と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
し
て
階
級
が
「
大
衆
」
と
な
る
と
き
、
大
衆
は
真
の
意
味
に
於
け
る
「
人
類
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
現
代
の
啓
蒙
運
動
は
、
そ
れ
が
最
後
の
啓
蒙
運
動
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ

ろ
う
。

三

啓
蒙
文
学
は
ひ
と
つ
の
目
的
意
識
的
な
文
学
で
あ
る
。
し
か
る
に
ひ
と
は
そ
れ
が
目
的
意
識
的
で
あ
る
と
い
う

理
由
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
芸
術
的
価
値
を
低
き
も
の
と
し
、
進
ん
で
は
そ
れ
に
芸
術
性
を
拒
も
う
と
さ
え

す
る
。
こ
の
場
合
ひ
と
は
、「
哲
学
す
る
あ
ら
ゆ
る
芸
術
は
失
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
リ
ッ
プ
ス
の
語
を
モ
ッ
ト



一
九

啓
蒙
文
学
論

ー
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
単
に
い
わ
ゆ
る
反
省
詩
や
教
訓
詩
ば
か
り
が
哲
学
す

る
の
で
な
く
、
却
っ
て
我
々
は
勝
れ
た
芸
術
作
品
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
し
て
屡
々
真
に
哲
学
的
な
芸
術
で
あ
っ
た

こ
と
の
あ
る
の
を
知
っ
て
い
る
。
多
く
の
偉
大
な
る
文
学
は
諸
々
の
出
来
事
の
中
か
ら
生
れ
て
来
る
一
般
的
な
諸

観
念
を
対
話
、
独
白
ま
た
は
合
唱
な
ど
の
う
ち
に
於
て
結
合
し
、
人
生
に
つ
い
て
の
一
の
聯
関
あ
る
、
普
遍
的
な

見
解
を
表
現
し
た
。
シ
ラ
ー
の
『
メ
ッ
シ
ナ
の
花
嫁
』、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
』
は
そ
の
例
で

あ
ろ
う
。
い
ま
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
が
そ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
世
界
観
を
そ
の
作
品
に
於
て
表
現
し
た
か
ら
と

い
っ
て
、
非
難
さ
る
べ
き
で
な
く
、
寧
ろ
そ
の
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
固
よ
り
芸
術
家
は
彼
の
世

界
観
を
反
省
詩
や
教
訓
詩
に
於
け
る
如
く
直
接
的
に
表
白
す
る
こ
と
を
慎
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
も
の
は
本
来

直
接
的
な
表
白
に
於
て
は
決
し
て
汲
み
尽
し
て
表
現
さ
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
多
様
な
る
特
殊
の
力
強
き

結
合
を
通
じ
て
、
巧
に
分
化
さ
れ
た
る
全
体
に
於
て
、
最
も
効
果
的
に
主
張
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

を
ま
さ
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
に
於
け
る
綜
合
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
論
が
教
え
る
。
そ
し
て
綜
合
リ
ア
リ
ズ
ム
の
綜

合
性
は
、
マ
ー
ツ
ァ
も
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
象
と
思
想
と
の
弁
証
法
的
、
綜
合
的
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ

る
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
一
方
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
っ
て
書
く
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
、
そ

れ
は
同
時
に
他
方
で
は
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
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に
描
く
と
い
う
こ
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
っ
て
書
く
と
い
う
こ
と
と
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
若

し
作
家
が
こ
れ
ら
の
二
つ
の
要
求
を
彼
の
創
作
に
於
て
分
離
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
彼
の
作
品
は
、
或

い
は
単
に
芸
術
の
粧
い
を
し
た
に
過
ぎ
ぬ
論
文
乃
至
演
説
に
な
っ
て
し
ま
う
か
、
或
い
は
政
治
的
意
味
を
も
た
ぬ

も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
、
い
ず
れ
か
に
陥
る
危
険
性
を
含
む
こ
と
に
な
り
易
い
。
こ
れ
ま
で
の
作
品
に
し
て
そ

の
い
ず
れ
か
に
陥
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
本
当
を
言
え
ば
、
二
つ
の
要
求

は
相
互
に
排
斥
し
合
う
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
統
一
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
は
、
観
念
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
却
っ
て
現
実
の
弁
証
法
的
な
運
動
の
過
程
そ
の
も
の
の
分

析
か
ら
生
れ
た
唯
物
論
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
べ
き
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
若
し
或
る
作
品
に
し
て
芸

術
的
で
な
く
、
政
治
論
文
の
一
変
種
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
罪
は
、
作
家
が
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
っ
て
書
い
た
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
彼
が
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
単
に
観
念
的
に

把
握
し
て
、
そ
れ
を
十
分
に
唯
物
論
的
に
把
握
せ
ず
、
そ
れ
故
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
物
質
的
な
現
実
の
中
に
沈
ま

せ
ず
し
て
、
そ
れ
を
こ
の
も
の
か
ら
游
離
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的

理
論
の
価
値
は
そ
れ
が
現
実
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。
併
し
ま
た
か
の
現
実
な
る
も
の
を
単
に
経
験
主
義
的
或
い
は

実
証
主
義
的
に
し
か
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
れ
ば
、
文
学
も
ま
た
単
に
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
立
場
に
と
ど
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啓
蒙
文
学
論

ま
っ
て
、
真
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に
至
る
こ
と
が
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

私
は
先
に
綜
合
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
論
を
マ
ル
ク
ス
主
義
の
弁
証
法
的
唯
物
論
的
世
界
観
と
関
係
さ
せ
て
摘
記
し

た
。
こ
こ
で
は
一
般
に
芸
術
型
式
と
世
界
観
型
式
と
が
最
も
内
面
的
な
聯
関
に
あ
る
こ
と
が
特
に
高
調
し
て
お
か

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
例
え
ば
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ノ
ー
ル
、『
型
式
と
世
界
観
』
参
照
）。
ゲ
ー
テ
の
『
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・

マ
イ
ス
タ
ー
』
に
於
け
る
独
自
な
る
世
界
観
の
み
が
こ
の
ロ
マ
ン
の
比
び
な
き
芸
術
型
式
を
創
造
し
得
た
で
あ
ろ

う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
レ
ッ
シ
ン
グ
か
ら
ゲ
ー
テ
、
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
及
び
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
へ
の
発

展
を
一
の
全
体
的
な
聯
関
に
於
て
把
握
し
、
そ
し
て
云
っ
て
い
る
。「
既
に
ミ
ラ
ボ
ウ
は
我
々
の
詩
の
出
現
を
科

学
的
反
省
の
高
き
状
態
と
そ
の
帰
結
の
真
中
に
於
て
見
た
。
ド
イ
ツ
の
詩
は
、
と
彼
は
云
う
、
悟
性
が
想
像
力
に

対
し
て
勝
利
を
獲
得
し
た
時
代
の
性
格
を
み
ず
か
ら
に
於
て
担
っ
て
い
る
、
そ
れ
だ
か
ら
そ
れ
は
花
よ
り
も
寧
ろ

実
を
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
の
詩
人
た
ち
は
単
に
彼
等
の
詩
的
活
動
と
並
ん
で

科
学
的
思
想
家
で
あ
る
の
で
は
な
い
、
彼
等
の
詩
的
発
展
は
ま
さ
し
く
彼
等
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

て
い
る
。
直
接
に
彼
等
は
巨
大
な
る
科
学
的
運
動
を
、
研
究
の
新
し
い
方
向
を
、
実
に
新
し
い
世
界
観
を
作
り
出

し
て
い
る
。」
か
く
て
例
え
ば
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
は
ひ
と
つ
の
時
代
を
作
っ
た
。
そ
し
て
ま
こ
と

に
そ
れ
は
完
成
さ
れ
た
啓
蒙
文
学
で
あ
る
と
見
ら
れ
得
る
。
我
々
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
や
が
て
そ
れ
自
身
の
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ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
を
、
既
に
ゴ
ー
リ
キ
イ
の
『
母
』
に
於
て
一
部
分
示
さ
れ
て
い
る
が
如
き
、
新
し

き
人
間
の
典
型
を
生
産
す
る
に
到
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
す
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
広
き
意
味
で
い
わ
ゆ

る
調
べ
た
文
学
で
あ
る
。

哲
学
と
文
学
と
は
交
互
作
用
を
す
る
。
嘗
て
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
観
念
論
と
ゲ
ー
テ
の
詩
と
は
ド

イ
ツ
の
芸
術
及
び
教
養
の
二
つ
の
中
心
で
あ
る
、
と
云
っ
た
。「
人
間
の
最
高
の
力
た
る
哲
学
と
詩
と
は
、
ア
テ

ナ
イ
に
あ
っ
て
さ
え
そ
の
各
々
が
そ
の
最
盛
時
に
於
て
な
お
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
て
は
た
ら
い
た
だ
け
で
あ
っ
た

が
、
今
や
互
い
に
交
渉
し
、
永
久
の
交
互
作
用
に
於
て
相
互
に
力
を
与
え
合
い
、
形
造
り
合
っ
て
い
る
。」
と
こ

ろ
で
両
者
は
単
純
に
交
互
作
用
を
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
交
互
作
用
の
仕
方
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

に
於
て
異
な
る
。
そ
れ
の
特
殊
性
を
規
定
す
る
も
の
、
否
、
そ
の
根
柢
に
あ
っ
て
か
く
の
如
き
交
互
作
用
を
一
般

に
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
現
実
の
社
会
的
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
啓
蒙
時
代
に
於
け
る
特
殊
性
は
、
一
般
に

哲
学
乃
至
世
界
観
が
こ
の
交
互
作
用
の
関
係
に
あ
っ
て
優
越
な
位
置
を
占
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
云
わ
れ
得
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
内
部
に
於
て
も
無
神
論
の
文
学
、
宗
教
批
判
の
文
学
、
個
人

主
義
や
主
観
主
義
の
批
判
の
文
学
な
ど
が
作
り
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
文
化

的
勝
利
を
獲
得
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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蒙
文
学
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併
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
係
に
於
て
、
啓
蒙
文
学
は
特
に
政
治
と
最
も
密
接
な
関

係
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
が
啓
蒙
文
学
の
最
も
著
し
い
特
殊
性
を
形
成
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く

芸
術
も
ま
た
何
等
か
の
意
味
に
於
て
政
治
に
作
用
す
る
。
併
し
政
治
は
こ
の
と
き
圧
倒
的
な
仕
方
で
芸
術
に
対
し

て
は
た
ら
く
。
芸
術
運
動
は
む
し
ろ
政
治
運
動
の
一
翼
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
関
係
は
恰あ
た
かも

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

の
全
運
動
の
現
実
の
段
階
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
併
る
に
こ
の
こ
と
こ
そ
ま
さ
に
、
い
わ
ゆ
る
趣
味
あ
り

教
養
あ
る
人
々
に
は
恐
る
べ
き
こ
と
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
、芸
術
の
名
に
於
て
排
撃
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

よ
し
そ
れ
が
恐
る
べ
く
、
忌
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
う
ち
に
し
か
新
し
い
、
未

来
あ
る
芸
術
の
生
産
さ
る
べ
き
現
実
の
諸
条
件
が
横
た
わ
っ
て
い
な
い
限
り
、
我
々
は
他
に
と
る
べ
き
途
を
も
た

な
い
の
で
あ
る
。
よ
し
そ
の
た
め
に
今
は
勝
れ
た
作
品
が
出
来
な
い
に
し
て
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
強
化
の

う
ち
に
の
み
新
し
い
、
優
秀
な
る
芸
術
の
創
造
さ
る
べ
き
諸
条
件
が
存
し
て
い
る
限
り
、
我
々
が
輝
し
き
将
来
の

た
め
に
喜
ん
で
現
在
を
犠
牲
に
し
、
芸
術
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
政
治
的
解
放
運
動
と
結
合
さ
せ
る
に
何
の
差

支
が
あ
ろ
う
。
よ
し
そ
こ
に
生
産
さ
れ
る
も
の
に
し
て
、
か
の
人
々
が
芸
術
と
し
て
受
取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
で
あ

る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
も
の
の
う
ち
に
こ
そ
ま
さ
に
新
し
い
芸
術
の
萌
芽
は
あ
る
の
で
あ
る
。
批
評
家
の
な
す

べ
き
仕
事
は
こ
の
前
途
あ
る
萌
芽
を
如
何
に
し
て
生
長
せ
し
む
べ
き
か
を
教
え
る
に
あ
る
。
し
か
る
に
人
々
は
、
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恰
も
非
難
す
る
が
如
き
調
子
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
「
政
治
的
芸
術
」
に
過
ぎ
な
い
と
云
う
。
そ
れ
が
政

治
的
芸
術
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
偉
大
な
芸
術
で
あ
り
得
な
い
筈
は
な
い
。
い
か
に
も
過
去
の
偉
大
な

芸
術
の
或
る
も
の
は
政
治
的
芸
術
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
と
て
も
「
純
粋
な
」
芸
術
で
は
な
く
、
或
い

は
哲
学
的
芸
術
で
あ
り
、
或
い
は
宗
教
的
、
或
い
は
科
学
的
芸
術
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
如
何
な
る
芸
術
が
作
り
出

さ
れ
る
か
は
現
実
の
社
会
の
歴
史
的
条
件
に
よ
っ
て
異
な
る
。
今
の
社
会
に
於
て
、
若
し
政
治
的
芸
術
の
た
め
の

条
件
し
か
存
し
な
い
と
す
れ
ば
、
芸
術
家
は
他
の
種
類
の
芸
術
を
求
む
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
「
優
秀
な
る
」
政

治
的
芸
術
の
制
作
に
向
っ
て
こ
そ
努
力
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
政
治
が
芸
術
を
指
導
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
が

芸
術
に
対
し
て
一
般
に
「
芸
術
性
」
を
放
棄
せ
よ
と
命
ず
る
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
に
政
治
と
結
合
し
得

る
が
如
き
「
新
し
き
」
芸
術
性
を
創
造
せ
よ
と
命
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
が
既
に
一
定
の
社
会
的
根
拠
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
は
多
く
の
事
例
を
分
析
し
た
後
に
、
そ
の
結
論
と
し
て
、「
芸
術
の
た
め
の

芸
術
へ
の
傾
向
は
、
芸
術
家
と
そ
れ
を
囲い
に
ょ
う繞

す
る
社
会
的
環
境
と
の
間
に
不
調
和
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
発
生
す

る
」
と
云
っ
た
。
今
日
に
於
て
も
芸
術
の
た
め
の
芸
術
を
主
張
す
る
作
家
及
び
批
評
家
は
、
社
会
の
進
展
に
対
し

て
何
等
か
自
己
の
不
調
和
を
感
じ
つ
つ
あ
る
人
々
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
芸
術
主
義
者
ゴ
ー
チ
エ
は
云
っ
た
。
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「
私
は
真
実
な
る
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
絵
を
見
、
裸
形
の
美
女
を
見
る
た
め
に
は
、
大
い
な
る
喜
び
を
も
っ
て
、
フ
ラ

ン
ス
人
及
び
市
民
と
し
て
の
私
の
権
利
を
抛な
げ
うつ
も
の
で
あ
る
。」
し
か
る
に
ギ
リ
シ
ア
の
劇
に
根
本
的
改
革
を
施

し
、
芸
術
と
し
て
の
悲
劇
を
新
た
に
造
り
出
し
た
と
こ
ろ
の
偉
大
な
る
天
才
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
、
無
邪
気
に
も
、

ア
テ
ナ
イ
市
民
と
し
て
ヘ
ラ
ス
の
自
由
の
た
め
に
戦
っ
た
こ
と
を
彼
の
無
上
の
誇
り
と
し
た
。
彼
の
墓
碑
に
は
簡

単
に
、
彼
が
マ
ラ
ト
ン
の
闘
士
で
あ
っ
た
こ
と
の
み
が
刻
み
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
を
初
め
、

ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
な
ど
の
詩
人
は
、
国
民
を
教
導
し
、
人
生
の
諸
問
題
に
関
し
て
彼
等
に
光
を
与

え
る
べ
き
任
務
を
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
代
の
マ
ル
ク
ス
主
義
作
家
が
大
衆
の
攻
治
的
問
題
の
解
明
を
そ

の
芸
術
的
活
動
の
任
務
と
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
怪
し
む
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
寧
ろ
そ
の
こ
と

は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
が
現
在
に
於
て
歴
史
的
客
観
性
を
有
す
る
文
学
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

四

い
っ
た
い
変
ら
ぬ
芸
術
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
。
芸
術
と
は
感
情
を
中
心
と
し
た
組
織

で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
単
に
従
来
の
美
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な

く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
家
た
ち
も
ま
た
、
芸
術
と
は
社
会
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
及
び
心
理
（
作
品
の
思
想
的
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感
情
的
内
容
）
を
人
間
の
感
情
を
通
じ
て
伝
達
す
る
手
段
で
あ
る
、
と
云
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
固
よ
り
間
違

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
か
く
の
如
き
定
義
を
も
っ
て
我
々
は
多
く
は
前
進
し
得
な
い
。
我
々
は
感
情
と
は
何
か

と
問
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
か
く
の
如
く
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
感
情
の
「
歴
史
性
」
そ
の
も
の
に
思
い
当
る

の
で
あ
る
。
感
情
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
於
て
歴
史
的
に
構
造
付
け
ら
れ
て
い
る
。
若
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
我
々
が
例
え
ば
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
を
観
賞
し
享
受
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
で
は
な
い
か
、
と

ひ
と
は
反
問
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
否
、
ま
さ
に
正
反
対
で
あ
る
。
分
り
易
く
す
る
た
め
に
他
の
領
域
か
ら
例
を

と
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
的
対
話
篇
を
と
り
、
し
か
も
そ
の
テ
キ
ス
ト
批
評
が
夙
く
か
ら
完
成
し
て
い
た
と
仮

定
し
、
従
っ
て
古
く
か
ら
完
全
な
テ
キ
ス
ト
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
せ
よ
。
い
ま
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
、
し
か
も
そ

の
客
観
的
な
内
容
が
問
題
と
な
る
場
合
、
我
々
は
古
人
が
か
か
る
も
の
と
し
て
理
解
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
決
定

的
な
も
の
と
し
て
そ
れ
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
我
々
み
ず
か
ら
そ
れ
を
問
題
と
し
て
そ
れ
の
理
解
に
努
力
す
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
有
意
味
で
あ
る
の
は
、
哲
学
的
意
識
が
歴
史
性
を
担
っ
て
い
る
た
め
で

あ
る
。
即
ち
我
々
は
我
々
の
歴
史
的
に
発
展
し
た
哲
学
的
意
識
に
よ
っ
て
先
人
と
は
異
な
る
哲
学
的
意
味
を
プ
ラ

ト
ン
に
賦
与
し
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
う
ち
に
創
造
す
る
。
哲
学
的
意
識
が
歴
史
性
を
有
す
る
た
め
に
、
我
々
も
ま

た
我
々
自
身
の
立
場
か
ら
プ
ラ
ト
ン
を
問
題
に
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
し
て
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そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
我
々
の
側
か
ら
の
意
味
賦
与
の
限
界
が
我
々
の
側
か
ら
の
理
解
の
限

界
で
あ
る
。
勝
れ
た
言
語
学
者
の
云
っ
た
よ
う
に
、
解
釈
は
決
し
て
仕
上
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
我
々
が
過
去
の
芸
術
作
品
を
享
受
し
観
賞
し
得
る
の
は
、
我
々
の
感
情
ま
た
は
芸
術
的
意
識
が

歴
史
性
を
具
え
て
い
る
が
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
過
去
の
作
品
は
我
々
に
と
っ
て
問
題
に
な
り
得
る
―

―
理
論
的
な
意
味
に
於
て
で
な
く
、
も
と
よ
り
感
情
に
と
っ
て
の
意
味
に
於
て
問
題
に
な
り
得
る
の
で
あ
り
、
そ

し
て
そ
れ
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
我
々
が
そ
れ
を
観
賞
し
享
受
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
享
受
と

い
い
、
観
賞
と
い
う
も
決
し
て
単
な
る
受
動
的
態
度
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
感
情
の
歴
史
性
が
観
賞
の
現
実
性
の

条
件
で
あ
る
。
既
に
ロ
ッ
ツ
ェ
は
、
美
学
者
と
し
て
、
眼
が
見
る
の
で
な
く
人
間
が
見
る
の
で
あ
り
、
耳
が
聞
く

の
で
な
く
人
間
が
聞
く
の
で
あ
る
、
と
云
っ
た
。
感
情
が
感
ず
る
の
で
な
く
、
人
間
が
感
ず
る
の
で
あ
る
。
し
か

る
に
人
間
と
は
現
実
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
で
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
で
あ
る
。
我
々
は
感
情
が
つ
ね
に
「
誰
か
」
の

感
情
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
感
情
が
つ
ね
に
「
或
る
人
間
の
」
感
情
で
あ
る
限
り
、
感
情

と
雖
も
具
体
的
に
は
社
会
的
歴
史
的
規
定
を
具
え
、
従
っ
て
ま
た
現
実
的
に
は
階
級
性
を
さ
え
担
っ
て
い
る
筈
で

あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ば
か
り
が
歴
史
的
で
あ
っ
て
、
感
情
や
意
志
は
超
歴
史
的
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
む

し
ろ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
階
級
的
で
あ
る
の
は
、
感
情
や
意
志
が
本
来
階
級
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
る



二
八

こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
そ
れ
が
階
級
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
っ
て
書
か
れ
て
い
な

く
て
も
、
即
ち
自
然
生
長
的
な
も
の
で
あ
る
と
き
に
も
、
な
お
階
級
的
で
あ
る
。
階
級
的
な
憎
悪
や
憤
怒
が
そ
こ

に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
趣
味
あ
り
、
教
養
あ
る
批
評
家
た
ち
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
に
接
し
た
と
き
、
彼
等
は
彼
等
の
優
秀

な
る
観
賞
力
に
信
頼
し
て
そ
れ
を
批
評
し
去
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
、
そ
れ
が
如
何
に
優
秀
な
る
も
の
で
あ
る
に

せ
よ
、
自
己
の
観
賞
力
の
歴
史
性
を
先
ず
彼
等
は
批
判
す
べ
き
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
感
情
も
そ
れ
が
「
或
る
人

間
の
」
感
情
で
あ
る
限
り
、
具
体
的
に
は
そ
れ
は
つ
ね
に
何
等
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
と
の
構
造
に
入
り

組
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
も
の
と
の
何
等
か
の
聯
関
に
於
て
現
実
的
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

無
意
識
的
に
は
い
つ
で
も
行
わ
れ
て
い
る
過
程
が
意
識
的
に
さ
れ
、
社
会
的
批
評
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
批

評
さ
れ
る
こ
と
が
時
と
し
て
甚
だ
必
要
で
あ
る
。
か
く
批
評
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
情
が
感
情
で
あ
る
こ
と
を

や
め
る
と
い
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
感
情
は
鍛
錬
さ
れ
客
観
的
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
己
批
評

は
一
切
の
批
評
の
前
提
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
単
に
道
徳
的
な
教
訓
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
芸
術

的
批
評
は
社
会
的
批
評
に
結
び
付
く
。
そ
し
て
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
か
の
大
衆
性
に

対
す
る
要
求
は
、
作
家
に
彼
の
芸
術
的
感
情
の
社
会
的
自
己
批
評
を
お
の
ず
か
ら
要
求
す
る
と
い
う
点
に
於
て
も
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極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
作
家
は
、
殊
に
多
く
の
場
合
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
出
で
あ
る
と
こ
ろ
の
作

家
は
そ
の
作
品
が
大
衆
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
自
己
の
感
情
そ
の
も
の
を
み
ず
か
ら
社
会
的
に
批
評
す
る
こ
と

を
怠
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
若
し
感
情
が
感
ず
る
の
で
な
く
、
人
間
が
感
ず
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
芸
術
に
於
て
は
た
ら
く
も

の
は
単
な
る
感
情
で
な
く
、人
間
の
感
覚
、知
力
、意
志
等
も
ま
た
そ
の
も
と
で
協
働
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

若
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
芸
術
を
感
情
の
名
に
於
て
定
義
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と

共
に
、
ひ
と
つ
の
最
も
重
要
な
る
「
生
の
理
解
の
器
官
」
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
芸
術
学
は
心
理
学
で
あ
る
こ
と
を
辞
し
、
一
層
包
括
的
な
任
務
に
就
く
こ
と
と
な
る
。
我
々
の
生
活
、
我
々

の
思
惟
が
最
も
困
難
な
る
問
題
に
直
面
し
て
い
る
今
日
、「
生
の
理
解
の
器
官
」
と
し
て
の
芸
術
の
意
義
を
明
確

な
意
識
に
持
ち
来
す
こ
と
は
極
め
て
大
切
で
あ
る
。過
去
の
偉
大
な
る
芸
術
は
実
際
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。

文
学
に
し
て
現
実
の
生
活
を
、
そ
れ
の
問
題
に
従
っ
て
、
造
形
し
つ
つ
解
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、
解
釈
し
つ
つ
造

形
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
学
論
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
科
学
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
文
学
史
は
問

題
史
以
外
の
何
物
で
も
あ
る
べ
き
で
な
い
（
ル
ー
ド
ル
フ
・
ウ
ン
ゲ
ル
、『
問
題
史
と
し
て
の
文
学
史
』
参
照
）。

固
よ
り
い
か
な
る
創
作
的
活
動
の
基
礎
に
も
烈
し
い
「
創
作
欲
」
乃
至
「
作
家
的
情
熱
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
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と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
我
々
は
同
時
に
そ
れ
が
現
実
的
に
は
、「
誰
か
」

の
創
作
欲
で
あ
り
、
作
家
的
情
熱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の

作
家
的
情
熱
と
芸
術
主
義
者
の
そ
れ
と
は
具
体
的
に
は
お
の
ず
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
る
。
他
の
作
家
た
ち
が

た
だ
心
境
的
な
も
の
、
身
辺
的
な
も
の
に
芸
術
的
感
興
を
寄
せ
て
い
る
と
き
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
作
家
と
し
て

も
特
に
政
治
的
意
味
あ
る
事
象
に
向
っ
て
情
熱
を
燃
や
し
、
創
作
欲
に
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
作
家
的
情
熱

は
つ
ね
に
彼
の
政
治
的
情
熱
と
結
合
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
芸
術
の
政
治
的
功
利
的
価
値
は
彼
の
創
作

的
活
動
に
内
在
的
な
目
的
と
な
る
。
健
康
な
、
そ
し
て
世
界
史
的
意
義
あ
る
芸
術
は
単
に
芸
術
の
た
め
の
も
の
と

し
て
の
み
作
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
。そ
れ
は
い
つ
で
も
い
わ
ゆ
る「
功
利
的
な
」目
的
を
そ
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
芸
術
の
歴
史
そ
の
も
の
が
我
々
に
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
は
云
っ
て
い
る
。「
芸
術

に
対
す
る
所
謂
功
利
的
見
解
、
即
ち
そ
の
作
品
に
生
活
現
象
に
関
す
る
判
決
の
意
義
を
附
せ
ん
と
す
る
傾
向
、
並

び
に
つ
ね
に
そ
れ
に
伴
う
と
こ
ろ
の
、
喜
ん
で
社
会
闘
争
に
参
加
せ
ん
と
す
る
覚
悟
は
、
社
会
の
大
部
分
と
多
少

と
も
芸
術
的
創
造
に
実
際
の
興
味
を
有
す
る
人
々
と
の
間
に
、
相
互
的
同
情
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
発
生
す
る
。」

芸
術
と
雖
も
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
於
け
る
生
の
「
問
題
」
の
解
決
の
独
自
な
機
関
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に

か
か
る
も
の
と
し
て
初
め
て
大
衆
性
を
要
求
す
る
の
権
利
を
も
つ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
問
題
」
は
イ
デ
オ
ロ
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一

啓
蒙
文
学
論

ギ
ー
的
な
も
の
な
し
に
は
明
確
に
掴
む
こ
と
が
出
来
な
い
し
、
ま
た
こ
の
も
の
な
し
に
は
芸
術
に
於
て
も
、
十
分

に
解
決
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
個
人
心
理
的
な
自
叙
伝
物
、
い
わ
ゆ
る
心
境
小
説
、
そ
の
他

対
象
を
分
離
的
に
捕
え
る
文
学
の
流
行
に
よ
っ
て
忘
れ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
現
実
の
生
活
の
最
も
重
要
な
る

問
題
を
造
形
し
つ
つ
解
釈
し
、
解
釈
し
つ
つ
造
形
す
る
と
い
う
仕
事
を
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
今
や
自
覚
し
て

現
れ
た
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
世
界
史
的
な
運
動
が
こ
の
こ
と
を
要
求
し
、
ま
た
可
能
に
し
た
。
そ

れ
の
み
で
な
い
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
が
世
界
及
び
人
生
を
単
に
解
釈
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
み
ず
か
ら

戦
闘
的
で
あ
る
が
如
く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
も
ま
た
単
に
「
生
の
理
解
の
器
官
」
で
な
く
、
同
時
に
「
生
の

変
革
の
機
関
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
闘
争
的
な
文
学
で
あ
る
。
蓋
し
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
に
と
っ
て
現
実
の
生
活
の
最
も
重
大
な
問
題
は
政
治
的
闘
争
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
単
な
る
感
情
に
よ
っ
て
解

け
る
も
の
で
な
く
、そ
の
た
め
に
は
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
必
要
で
あ
る
。
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
離
れ
て
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
生
の
理
解
の
器
官
で
あ
る
こ
と
は
出
来
ず
、
況
ん
や
生
の
変
革
の
機
関
で
は
あ
り
得
な
い

の
で
あ
る
。
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二

芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値	

【1929.9

】

一

一
個
の
作
品
は
、
芸
術
的
作
品
と
し
て
、
芸
術
的
価
値
を
も
つ
と
共
に
、
他
の
種
々
な
る
価
値
を
担
い
得
る
よ

う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
芸
術
的
価
値
と
同
時
に
、
或
い
は
政
治
的
価
値
、
或
い
は
道
徳
的
価
値
、
或
い
は
経
済
的

乃
至
商
業
的
価
値
、
等
の
い
ず
れ
か
一
つ
、
否
、
二
つ
以
上
を
具
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
問
題
は
こ
う
で
あ
る
。
或
る
ひ
と
つ
の
作
品
は
多
く
の
芸
術
的
価
値
を
も
ち
な
が
ら
僅
か
な
政
治
的
価
値
し

か
も
た
ず
、
こ
れ
に
反
し
て
他
の
ひ
と
つ
の
作
品
は
僅
か
な
芸
術
的
価
値
し
か
も
た
ぬ
に
拘
ら
ず
多
く
の
政
治
的

価
値
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
と
き
二
つ
の
価
値
の
間
の
対
立
が
明
瞭
に
現
れ
て
来
る
。
そ
の

よ
う
な
場
合
、
我
々
は
専
ら
政
治
的
価
値
の
見
地
に
立
っ
て
、
そ
の
芸
術
的
価
値
が
如
何
ほ
ど
の
も
の
で
あ
れ
、

ひ
と
つ
の
作
品
は
、
政
治
的
価
値
を
少
し
し
か
も
た
ぬ
と
き
こ
れ
を
卑
し
み
、
全
く
も
た
ぬ
と
き
こ
れ
を
斥
け
、

ま
た
政
治
的
価
値
に
反
す
る
と
き
こ
れ
を
滅
ぼ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
の
芸
術
的
価
値
意
識
は
か
く
の
如
き

態
度
を
許
さ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
か
ら
問
題
が
生
れ
て
来
る
。
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芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値

こ
の
問
題
を
追
求
す
る
に
あ
た
っ
て
私
は
あ
ら
か
じ
め
云
っ
て
お
こ
う
。
現
在
わ
が
国
の
文
芸
理
論
家
た
ち
が

問
題
を
か
か
る
仕
方
で
提
出
す
る
と
き
、
そ
れ
は
全
く
古
い
問
題
を
古
い
仕
方
で
提
出
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

そ
れ
は
一
般
的
に
云
え
ば
、
価
値
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
問
題
で
あ
る
。
従
来
の
哲
学
は
こ
れ
を
種
々
な
る
立
場
か

ら
種
々
に
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
。＊

そ
れ
故
に
今
特
に
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
と
の
間
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が

問
題
と
さ
れ
る
に
際
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
哲
学
的
解
決
の
仕
方
の
或
る
も
の
が
持
ち
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
自

然
で
あ
る
。
併
し
私
は
こ
こ
に
そ
れ
ら
の
哲
学
的
な
る
企
て
を
一
々
批
評
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
そ
れ
ら
の
解

決
の
試
み
が
失
敗
に
終
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
我
々
は
差
当
り
、
問
題
の
立
て
方
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
う
ち
に
或
る
誤
り
、

少
な
く
と
も
或
る
歪
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
吟
味
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
な

吟
味
は
多
く
の
場
合
重
要
な
方
法
論
的
意
味
を
も
ち
、
問
題
の
解
決
を
容
易
な
ら
し
め
る
。
そ
こ
で
現
在
の
問
題

を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
若
干
の
人
々
が
こ
の
方
面
か
ら
解
決
に
近
づ
こ
う
と
し
た
の
は
極
め
て
正
当
で
あ
る
。

＊　

拙
著
『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』
一
四
六
頁
〔
全
集
第
二
巻
一
三
九
頁
【「
個
性
の
問
題
」
第
二
節
】〕
以
下
参
照
。

問
題
に
近
づ
く
た
め
に
私
は
問
お
う
。
何
故
に
今
ま
さ
に
芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値
が
特
に
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
か
。
芸
術
作
品
は
宗
教
的
価
値
を
も
担
い
得
る
。
し
か
る
に
何
故
に
こ
の
二
つ
の
価
値
の
間
の
ア

ン
チ
ノ
ミ
ー
が
今
の
中
心
問
題
と
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
た
し
か
に
中
世
に
於
て
は
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
っ
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た
筈
だ
。
芸
術
作
品
は
ま
た
道
徳
的
価
値
と
も
関
係
を
も
つ
こ
と
が
出
来
る
。
芸
術
と
道
徳
と
の
間
の
ア
ン
チ
ノ

ミ
ー
は
、
嘗
て
は
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
主
張
と
「
人
生
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
主
張
と
の
争
い
と

し
て
盛
ん
に
論
議
さ
れ
た
の
に
、
現
在
は
何
故
に
こ
の
問
題
に
最
大
の
関
心
を
寄
せ
な
い
の
で
あ
る
か
。
経
済
的

価
値
と
芸
術
的
価
値
と
の
対
立
は
今
日
で
は
問
題
と
な
り
得
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
に
拘
ら
ず
、
昔
は
そ
れ
が
何

故
に
問
題
と
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
反
省
す
る
と
き
、
我
々
は
問
題
が
そ
の
問
題

性
に
於
て
現
れ
る
に
は
、
現
実
的
な
る
、
歴
史
的
な
る
理
由
の
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

か
く
し
て
問
題
を
問
題
性

0

0

0

0

0

0

に
於
て
捉
え
る
た
め
に
は
、
我
々
は
問
題
を
そ
の
現
実
の
根
源
か
ら
形
造
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。
現
実
の
根
源
か
ら
生
れ
た
問
題
を
、
問
題
と
し
て
立
て
る
に
当
っ
て
、
こ
の
根
源
と
は
連
絡
を
も
ち
得
な
い

よ
う
な
方
向
に
於
て
そ
れ
を
形
造
り
、
顕
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
し
そ
う
で

な
い
な
ら
ば
、
問
題
は
仮
象
的
問
題
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
単
に
論
理
的
遊
戯
の
主
題
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

二

芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値
の
問
題
が
問
題
と
し
て
現
在
現
れ
る
に
到
っ
た
と
こ
ろ
の
現
実
の
根
源
は
、
云
う

ま
で
も
な
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
進
出
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
産
出
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
論
の
出
現
で
あ
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五

芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値

る
。
そ
こ
に
於
て
芸
術
的
価
値
は
政
治
的
価
値
と
特
に
密
接
な
交
渉
に
立
っ
て
い
る
。
従
っ
て
我
々
の
問
題
は
こ

の
現
実
と
の
聯
関
に
於
て
顕
に
さ
れ
、
形
造
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
過
去
の
芸
術
作
品
の
政
治
的
価
値
が
問
題
に
さ

れ
る
場
合
に
於
て
も
、
そ
れ
が
こ
の
見
地
か
ら
特
に
問
題
に
な
る
の
は
、
階
級
闘
争
の
発
展
し
た
現
代
の
徴
候
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
現
実
に
注
意
し
な
い
人
々
は
今
も
な
お
作
品
を
そ
の
政
治
的
価
値
に
於
て
見
よ
う

な
ど
と
は
全
く
思
い
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
ダ
ン
テ
の
神
曲
が
政
治
的
価
値
を
も
た
ぬ
と
云
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ

は
具
体
的
に
は
こ
の
作
品
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
階
級
闘
争
に
と
っ
て
意
味
を
も
た
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
併
し

同
じ
作
品
が
他
の
階
級
、
即
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
と
っ
て
政
治
的
価
値
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
全
く
可
能
で
あ

る
。
寧
ろ
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
政
治
化
す
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
ま
さ
に
現
代
の
特
徴
で
あ
る
。
か
り
に
或
る
ひ
と
つ

の
過
去
の
作
品
が
現
代
に
於
て
は
い
ず
れ
の
階
級
に
と
っ
て
も
政
治
的
価
値
を
も
っ
て
い
な
い
と
す
る
。
そ
の
と

き
と
雖
も
そ
の
作
品
が
生
産
さ
れ
た
時
代
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
十
分
に
政
治
的
価
値
を
も
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
得
る
。
な
ぜ
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
従
え
ば
、
従
来
の
凡
て
の
芸
術
は
階
級
社
会
の
産
物
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
芸
術
は
凡
て
そ
れ
が
そ
の
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
の
階
級
に
奉
仕
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

併
る
に
一
定
の
芸
術
が
一
定
の
階
級
と
結
び
付
い
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
関
係
に
於
て
つ
ね
に
政
治
的
価
値
を

担
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
次
の
如
き
注
意
す
べ
き
現
象
が
起
り
得
る
。
一
定
の
芸
術
の
生
産
と
直
接
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六

に
結
び
付
い
て
い
た
一
定
の
階
級
に
し
て
崩
壊
す
る
と
き
、
そ
の
芸
術
は
政
治
的
意
味
を
多
か
れ
少
な
か
れ
喪
失

す
る
に
到
る
。
こ
の
と
き
芸
術
は
政
治
的
意
味
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
放
た
れ
、
游
離
さ
れ
て
、
多
か
れ
少
な
か

れ
純
粋
に
芸
術
的
見
地
か
ら
受
取
ら
れ
る
に
到
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
今
日
我
々
が
何
故
に
、
例
え
ば
ギ

リ
シ
ア
の
芸
術
を
政
治
的
価
値
の
問
題
か
ら
離
れ
て
享
楽
し
得
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ギ
リ
シ
ア
の

芸
術
が
も
と
も
と
政
治
的
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
芸
術
的
価
値
の
自
律
性
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ギ

リ
シ
ア
人
に
は
最
も
縁
遠
い
考
え
方
で
あ
っ
た
。
芸
術
は
彼
等
の
芸
術
家
や
美
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
政

治
よ
り
は
低
い
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
。
芸
術
は
、
寧
ろ
、
国
家
の
政
治
に
仕
え
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
は

今
日
に
到
っ
て
殆
ど
全
く
政
治
的
意
味
を
脱
ぎ
す
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
世
の
宗
教
芸
術
を
と
っ
て

み
よ
う
。
そ
れ
ら
の
も
の
が
宗
教
的
意
識
か
ら
或
い
は
宗
教
的
目
的
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
疑
わ

れ
な
い
。
し
か
し
現
在
で
は
我
々
に
と
っ
て
そ
れ
ら
の
も
の
を
或
る
程
度
に
於
て
宗
教
的
価
値
か
ら
離
れ
て
芸
術

的
価
値
そ
の
も
の
の
見
地
か
ら
観
賞
し
、
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
ひ
と
は

一
般
的
に
、
歴
史
的
発
展
の
過
程
に
於
て
作
品
の
担
う
意
味
そ
の
も
の
が
転
化
す
る
、
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。

私
は
こ
の
事
態
を
ば
意
味
の
歴
史
的
転
化
の
原
則

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
名
の
も
と
に
包
括
的
に
表
現
し
よ
う
と
思
う
。

右
の
考
察
に
し
て
誤
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
と
の
対
立
を
論
ず
る
に
際
し
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芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値

て
、
ダ
ン
テ
の
作
品
と
シ
ン
ク
レ
ー
ア
の
作
品
と
の
比
較
と
い
う
が
如
き
事
例
の
分
析
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
そ

も
そ
も
問
題
を
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
於
て
捉
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
の
を
容
易
に
理
解
し
得
る
で
あ
ろ

う
。
ダ
ン
テ
の
作
品
は
今
日
に
あ
っ
て
は
多
く
の
程
度
に
於
て
政
治
的
意
味
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
て
い
る
。
社
会
の
歴
史
的
発
展
が
こ
の
結
果
を
招
来
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
現
在
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
と
直
接
抗
争
し
つ
つ
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
中
か
ら
生
れ
た
芸
術
作
品
に
関
し
て
は
事
情
は
全
く
異
な
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
な
ま
の
政
治
的
価
値
を
担
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
芸
術
的
価
値

を
政
治
的
価
値
か
ら
分
離
し
、
抽
象
す
る
こ
と
は
殆
ど
全
く
不
可
能
に
さ
れ
て
い
る
。
否
、
そ
れ
の
み
で
な
い
、

こ
の
未
曽
有
な
る
闘
争
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
殆
ど
凡
て
の
も
の
に
政
治
的
意
味
が
賦
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
ま
た
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
意
味
の
歴
史
的
転
化
の
原
則
に
於
て
は
、
主
と
し

て
意
味
游
離

0

0

0

0

の
方
面
が
観
察
さ
れ
た
。
併
る
に
こ
こ
で
は
我
々
は
主
と
し
て
意
味
賦
与

0

0

0

0

の
方
面
に
注
意
す
る
。
意

味
游
離
と
意
味
賦
与
と
は
相
聯
関
し
て
意
味
の
歴
史
的
転
化
の
原
則
な
る
も
の
を
確
立
す
る
。
蓋
し
意
味
游
離
と

い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
意
味
賦
与
も
可
能
的

0

0

0

と
な
る
の
で
あ
り
、
意
味
賦
与
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
意
味
游
離

と
い
う
こ
と
も
現
実
的

0

0

0

と
な
る
の
で
あ
る
。
私
は
な
お
意
味
賦
与
の
例
を
二
三
挙
げ
て
お
こ
う
。
昔
は
芸
術
作
品

が
経
済
的
商
業
的
価
値
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、
ま
し
て
こ
の
価
値
の
た
め
に
制
作
が
行
わ
れ
る
と
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い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
商
業
的
価
値
を
も
つ
に
到
り
、
従
っ
て
芸
術
的
価
値
と
商
業
的
価
値
と
の
対
立

な
ど
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
し
て
意
識
に
の
ぼ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
の
は
、
商
品
生
産
社
会
と
し
て
特
徴
付
け

ら
れ
る
近
代
資
本
主
義
社
会
の
発
展
の
結
果
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
が
作
品
に
商
業
的
意
味
を
賦
与
し
た
の
で

あ
る
。
或
い
は
ま
た
昔
は
単
に
道
具
と
し
て
の
意
味
し
か
も
た
な
か
っ
た
も
の
が
後
の
人
に
よ
っ
て
美
術
品
と
し

て
の
意
味
を
賦
与
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
醜
な
る
も
の
の
う
ち
に
於
け
る
美
の
発
見
、
機
械
の
中
に
於

け
る
美
の
発
見
な
ど
の
例
も
あ
る
。

意
味
の
歴
史
的
転
化
の
原
則
は
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
芸
術
も
含
め
て
）
の
把
握
に
と
っ
て
極
め
て
大
切

で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
こ
の
こ
と
あ
る
が
故
に
、
歴
史
は
我
々
に
と
っ
て
単
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で

な
く
、
却
っ
て
な
お
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
生
け
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
併
る
に
意
味
游
離
は
主
と
し
て
歴

史
に
於
け
る
破
壊
の
方
面
を
代
表
し
、
こ
れ
に
反
し
て
意
味
賦
与
は
特
に
そ
れ
の
創
造
の
方
面
を
代
表
す
る
と
も

見
ら
れ
得
る
。
か
く
し
て
意
味
游
離
に
よ
っ
て
意
味
賦
与
の
可
能
性
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
意
味
賦
与
が
な

い
な
ら
ば
、
意
味
游
離
は
空
虚
で
あ
り
、
死
滅
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
本
来
人
類
の
歴
史
的
活
動
の
本
質

を
形
造
る
も
の
は
意
味
賦
与
の
活
動
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
如
何
な
る
意
味
が
賦
与
さ
れ

る
か
は
、
各
々
の
歴
史
的
時
代
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
現
代
の
特
殊
性
は
、
政
治
的
意
味
が
最
大
の
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芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値

可
能
性
の
範
囲
に
於
て
賦
与
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
故
芸
術
作
品
を
政
治
的
価
値
か
ら
抽
象
し
て
考

え
る
と
い
う
こ
と
は
現
代
に
於
て
は
非
現
実
的
な
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

し
か
し
な
お
問
題
は
あ
る
。
現
代
に
於
て
あ
ら
ゆ
る
芸
術
作
品
が
多
か
れ
少
な
か
れ
政
治
的
価
値
に
於
て
評
価

さ
れ
る
必
然
性
の
現
実
の
根
拠
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
か
く
の
如
き
政
治
的
意
味
を
賦
与
さ
れ
る
も
の
は
依
然

と
し
て
芸
術
作
品
で
あ
っ
て
他
の
何
物
で
も
な
く
、
従
っ
て
そ
れ
が
苟
も
芸
術
作
品
た
る
限
り
ど
こ
ま
で
も
そ
れ

は
芸
術
と
し
て
の
性
質
を
内
面
的
に
具
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
内
面
的
な
る
芸
術
性
に
政
治
的
価

値
は
単
に
外
部
か
ら
附
加
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
り
、
若も
し

く
は
そ
れ
に
随
伴
す
る

0

0

0

0

の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
ひ
と
は
か
く

論
ず
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
の
問
題
に
答
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。

芸
術
性
の
理
念
と
雖
も
一
定
不
変
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
何
が
芸
術
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
芸
術

の
芸
術
た
る
所
以
の
も
の
も
、
歴
史
的
に
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
。
私
は
既
に
他
の
機
会
に
於
て
、
学
問
の

理
念
そ
の
も
の
が
ま
た
歴
史
の
う
ち
に
変
化
し
て
来
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
。＊

学
問
の
学
問
性

に
つ
い
て
、ギ
リ
シ
ア
的
な
学
問
、自
然
科
学
及
び
社
会
科
学
は
各
々
異
な
る
見
方
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
「
学
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問
の
た
め
の
学
問
」、
即
ち
実
践
か
ら
全
く
分
離
さ
れ
た
理
論
の
た
め
の
理
論
と
い
う
理
念
も
単
に
ひ
と
つ
の
理

念
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
し
て
こ
の
理
念
は
一
定
の
社
会
的
状
態
と
結
び
付
い
て
そ
の
地
盤
の
上
に
生
ま
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
理
念
の
見
地
を
固
執
し
て
、
全
く
他
の
社
会
的
状
態
の
う
ち
に
根
拠
を
有
す
る
マ
ル
ク
ス

主
義
的
な
、
即
ち
理
論
と
実
践
と
を
分
離
す
る
こ
と
な
く
却
っ
て
両
者
の
弁
証
法
的
統
一
の
上
に
の
み
科
学
の
科

学
性
は
成
立
す
る
と
考
え
る
理
念
を
も
っ
て
、
何
等
か
不
純
な
も
の
、
非
科
学
的
な
る
も
の
と
見
做
す
考
え
方
の

不
当
と
非
現
実
性
と
を
私
は
指
摘
し
た
。
他
の
と
こ
ろ
で
は
そ
の
分
離
が
科
学
性
の
名
に
於
て
主
張
さ
れ
る
と
こ

ろ
の
理
論
、
歴
史
、
政
策
の
三
者
が
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的
科
学
の
特
質
で
あ
る
。
私
は
そ

の
理
由
を
も
示
し
て
お
い
た
筈
で
あ
る＊
＊。

い
ま
丁
度
同
様
な
こ
と
を
我
々
は
芸
術
に
関
し
て
も
語
り
得
る
で
あ
ろ

う
。
芸
術
的
価
値
を
政
治
的
価
値
か
ら
純
粋
に
独
立
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
思
想
の
背
後
に
は
い
つ
で
も
「
芸
術

の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
芸
術
性
の
理
念
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
併
る
に
こ
の
理
念
は
単
に
ひ
と
つ
の
理
念
で
あ
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
唯
一
絶
対
の
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
恰あ
た
かも
政
策
乃
至
実
践
が
マ
ル
ク
ス
主

義
の
科
学
に
と
っ
て
「
後
か
ら
の
」、「
附
帯
的
な
」
応
用
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
こ
の
科

学
の
内
面
的
構
造
そ
の
も
の
の
う
ち
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
に
と
っ
て
も
政
治

は
附
加
的
な
若も
し

く
は
随
伴
的
な
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
政
治
は
こ
の
文
学
の
内
面
的
構
造
そ
の
も
の
の
う
ち
に
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芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値

織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ
の
構
造
の
全
体
が
そ
の
全
体
性
に
於
て
実
に
芸
術
性
の

理
念
を
形
造
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
を
芸
術
と
政
治
と
の
弁
証
法
的
統
一
と
も
呼
び
得
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

拙
著
『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』
に
於
け
る
論
文
、「
科
学
批
判
の
課
題
」〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕
参
照
。

＊
＊　

前
掲
拙
著
に
於
け
る
「
理
論　

歴
史　

政
策
」〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕
参
照
。

歴
史
上
の
種
々
な
る
時
代
に
於
け
る
芸
術
、
科
学
、
哲
学
な
ど
の
間
に
型
式
類
似

0

0

0

0

（	 Stilanalogie 

）
の
関
係

が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
追
々
人
々
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
て
来
た
。
例
え
ば
、
ゴ
テ
ィ
ク
の
建
築
と
ス
コ
ラ
哲

学
と
の
間
に
は
シ
ュ
テ
ィ
ル
の
上
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
が
見
出
さ
れ
る
。＊

若
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク

ス
主
義
の
芸
術
と
科
学
と
の
間
に
は
共
通
な
る
シ
ュ
テ
ィ
ル
が
含
ま
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
併
る
に
こ
の
科
学
の

特
殊
な
る
シ
ュ
テ
ィ
ル
と
も
い
う
べ
き
は
、
誰
で
も
知
る
通
り
、
そ
こ
で
は
理
論
と
政
策
と
が
弁
証
法
的
に
統
一

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
芸
術
と
政
治
と
が
マ

ル
ク
ス
主
義
文
学
に
於
て
統
一
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
く
の
如
き
ア
ナ
ロ
ギ
ー
は
現
実
的
な

根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
蓋
し
芸
術
も
、
哲
学
も
、
一
の
同
一
な
る
基
礎
経
験
の
種
々
な
る
方
向
に
於
け
る
表
現
で

あ
り
、
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
も
一
の
同
一
な
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
が
こ
れ
を
媒
介
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る＊
＊。

マ

ル
ク
ス
主
義
科
学
の
構
造
に
於
て
見
出
さ
れ
る
構
造
を
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
が
含
ん
で
い
る
の
を
知
る
と
し
て
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も
そ
れ
は
当
然
の
事
柄
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
一
言
で
云
え
ば
、hom

o faber	

の
人
間
学
が
媒
介
の
位
置
に
立
っ

て
い
る
。

＊　

V
gl. D

vořák, K
unstgeschichte als G

eistesgeschichte.

＊
＊
前
掲
拙
著
、
六
三
―
六
九
頁
〔
全
集
第
三
巻
二
二
一
―
二
二
七
頁
【「
科
学
批
判
の
課
題
」】〕
参
照
。
な
お
、「
人
間

学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
」（
拙
著
『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕）
参
照
。

尤も
っ
とも

こ
の
よ
う
に
論
ず
る
に
し
て
も
、
芸
術
と
政
治
と
は
直
接
に
同
一
で
な
く
、
寧
ろ
何
等
か
の
仕
方
で
区
別

さ
れ
得
る
人
間
の
活
動
で
あ
る
が
故
に
、な
お
依
然
と
し
て
芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値
と
は
同
一
で
な
い
。我
々

は
決
し
て
両
者
の
直
接
的
同
一
性
を
主
張
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
同
時
に
次
の
こ
と
が
考
慮

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
政
治
と
芸
術
、
そ
の
他
は
決
し
て
個
々
独
立
し
た
現
象
で
あ
る
の
で
な
く
、
各
々
の
時
代
に

於
て
そ
れ
ら
は
交
互
作
用
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
交
互
作
用
そ
の
も
の
の
性
質
は
、
こ
の
交
互
作
用
の
根

柢
に
あ
っ
て
こ
れ
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
、
即
ち
私
の
謂
う
基
礎
経
験
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
於
け
る
特
殊
性
に

応
じ
て
、
各
々
特
殊
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
精
密
に
云
え
ば
、
政
治
、
芸
術
、
な
ど
は
単
純
に
平
面
的
な
関
係

に
於
て
交
互
作
用
を
な
す
の
で
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
ら
は
層
を
成
し
て
重
な
り
合
い
、
か
か
る
立
体
的
な
る
関
係
に

於
て
交
互
作
用
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
し
か
も
こ
の
層
の
構
造
は
時
代
に
応
じ
て
異
な
り
、
そ
の
基
礎
的
位
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芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値

置
を
占
め
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
る
。
そ
し
て
現
代
に
於
て
は
こ
れ
ら
人
間
的
活
動
の
諸
領
域
の
相
互
関

係
に
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
政
治
が
芸
術
よ
り
も
一
層
基
礎
的
な
、
一
層
決
定
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
こ
か

ら
し
て
か
の
政
治
的
価
値
の
芸
術
的
価
値
に
対
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
な
る
も
の
が
現
れ
て
来
る
。
こ
れ
は
必
然
的
な

る
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
ま
さ
に
あ
る
べ
き
状
態
を
表
し
た
の
で
な
い
。
こ
の
現
実
を
恰
も
理
想
で
あ
る

か
の
如
く
見
做
し
て
、
そ
れ
を
非
難
し
た
り
、
悲
し
ん
だ
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
階
級
を

止
揚
し
終
る
ま
で
は
、
そ
れ
は
必
然
的
な
る
現
実
で
あ
る
。
一
切
の
価
値
を
平
等
に
取
扱
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
の

価
値
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
階
級
社
会
に
あ
っ
て
は
何
等
現
実
性
を
有
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
教
会
の
科
学
に
対
す

る
迫
害
を
想
い
起
し
て
見
よ
、
し
か
も
こ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
単
な
る
昔
話
で
は
な
い
。
若
し
価
値
の
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
が
真
に
成
立
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
恐
ら
く
階
級
な
き
社
会
の
到
来
に
於
て
で
あ
ろ
う
。
恰
も
そ

の
た
め
に
活
動
す
べ
き
歴
史
的
使
命
を
有
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
そ
の
使
命
の
故
に
こ
そ
今
は
政
治
的
な

る
も
の
の
優
位
を
信
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
創
始
者
は
か
く
語
る
、「
共
産
主
義
者
た
ち
の
理
論
的
命
題
は
、
こ
れ
ま
た
は
か
れ
の
世
界

改
良
家
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
若
く
は
発
見
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
諸
観
念
の
上
に
、
諸
原
理
の
上
に
基
礎
を
お
く

も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
ら
は
た
だ
現
存
す
る
階
級
闘
争
の
、
我
々
の
目
前
で
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
歴
史
的
運
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動
の
、
事
実
上
の
諸
関
係
の
一
般
的
な
る
表
現
で
あ
る
。」
マ
ル
ク
ス
の
資
本
論
は
、
経
済
学
の
書
物
で
あ
り
な

が
ら
、
し
か
も
階
級
闘
争
と
い
う
政
治
的
事
実
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
却
っ
て
こ
の
政
治
的

事
実
の
理
論
的
表
現
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
論
も
ま
た
、
固
よ
り
文
学
論
で
あ
り
な
が
ら
、
政
治
的
現

実
の
地
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
た
は
か
れ
の
美
学
者
が
規
範
と
し
て
樹
立
し
た
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
そ
こ
で
は
既
に
「
価
値
」
と
い
う
言
葉
に
於
て
論
議
す
る
こ
と
さ
え
も
が
我
々
を
迷
路

に
導
き
入
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
価
値
な
る
言
葉
は
我
々
に
知
ら
ず
識
ら
ず
或
る
規
範
的

な
も
の
の
暗
示
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
論
の
問
題
は
、「
価
値
論
」
と
し
て
提
出
さ

る
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
「
観
念
形
態
論
」
の
一
分
野
と
し
て
取
扱
わ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四

さ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
は
階
級
闘
争
の
現
実
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
一
個
の
作
品
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的
で
あ

る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
何
等
か
の
仕
方
で
階
級
闘
争
の
事
実
を
表
現
す
る
か
否
か
と
い
う
、
最
も
具

体
的
な
る
基
準
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
併
る
に
あ
ら
ゆ
る
階
級
闘
争
は
一
の
政
治
的
闘
争
で
あ
る
、
と
マ
ル
ク

ス
は
云
う
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
は
疑
い
も
な
く
政
治
的
事
実
の
表
現
で
あ
る
。
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芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値

我
々
は
そ
こ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
に
於
け
る
文
学
と
政
治
と
の
最
も
基
礎
的
な
聯
関
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
芸

術
が
我
々
の
今
の
時
代
の
動
揺
の
傍
ら
を
静
か
に
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
き
得
る
か
の
よ
う
に
粧
う
こ
と
は
、
笑
う
べ
き

こ
と
で
あ
り
、
愚
か
な
こ
と
で
あ
り
、
甚
だ
卑
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
諸
々
の
出
来
事
は
人
間
に
よ
っ
て
遂
行

さ
れ
、
変
化
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
こ
の
よ
う
に
活
動
す
る
人
間
の
上
に
蔽
い
か
ぶ
さ
っ
て
来
る
。
直
接
間
接

に
芸
術
は
そ
れ
ら
の
事
件
を
行
い
ま
た
は
体
験
す
る
人
間
の
生
活
を
反
映
す
る
。
階
級
闘
争
と
い
う
大
い
な
る
出

来
事
が
文
学
の
う
ち
に
表
現
に
到
達
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

併
し
な
が
ら
そ
れ
は
要
す
る
に
内
容
0

0

の
問
題
で
な
い
か
。
芸
術
の
芸
術
た
る
所
以
は
形
式
0

0

に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

同
じ
事
実
は
我
々
は
こ
れ
を
科
学
的
に
も
把
握
し
、
表
現
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
問
題
は
何
が
表
現
さ
れ

る
か
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
如
何
に
表
現
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
文
学
と
政
治

と
を
分
離
し
よ
う
と
す
る
者
は
形
式
主
義
者
と
し
て
立
ち
現
れ
て
云
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
雖
も
、
そ
れ
が

文
学
で
あ
る
以
上
、
よ
し
そ
れ
が
政
治
的
事
実
を
表
現
す
る
に
し
て
も
、
こ
れ
を
文
学
的
に
、
即
ち
芸
術
の
形
式

に
於
て
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
形
式
に
於
て
そ
れ
は
政
治
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
は
究
極
的
で
、決
定
的
で
あ
り
得
る
か
の
如
く
に
さ
え
見
え
る
。

併
し
な
が
ら
そ
れ
が
究
極
的
で
、
決
定
的
で
あ
り
得
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
抽
象
的
で
あ
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る
と
い
う
こ
と
の
記
号
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。か
か
る
形
式
論
は
我
々
の
認
識
を
一
歩
も
前
進
さ
せ
な
い
。

若
し
我
々
に
し
て
一
歩
で
も
前
進
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
直
ち
に
次
の
事
柄
に
出
会
う
で
あ
ろ
う
。

一
個
の
文
学
作
品
に
於
て
何
が
表
現
さ
れ
る
か
を
い
う
こ
と
は
、
文
学
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
決
し
て
僅
少
な

意
味
し
か
も
た
ぬ
こ
と
で
は
な
い
。
新
し
い
内
容
は
必
ず
作
品
の
新
し
い
形
式
を
要
求
し
、
そ
し
て
生
産
す
る
か

ら
で
あ
る
。
表
現
さ
れ
る
も
の
が
こ
れ
を
表
現
す
る
形
式
を
制
約
す
る
と
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
は
階
級

闘
争
と
い
う
が
如
き
政
治
的
事
実
の
表
現
を
目
差
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
性
の
最
も
特
殊
な
る
形
式
を

生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
相
違
な
い
。
そ
こ
で
は
宮
廷
の
生
活
を
描
写
し
た
り
、
個
人
の
私
事
を
告
白
し
た

り
す
る
場
合
と
は
全
く
異
な
る
新
ら
し
い
形
式
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
政
治
的
な
る
も
の
が
文

学
そ
の
も
の
を
制
約
す
る
と
い
う
こ
と
は
、殆
ど
疑
い
を
容
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
極
め
て
お
お
ま
か
に
云
っ
て
も
、

歴
史
の
各
々
の
時
代
は
詩
、
劇
、
小
説
な
ど
と
い
う
意
味
で
の
文
学
の
諸
形
式
の
凡
て
の
も
の
を
一
様
に
平
行
的

に
発
達
さ
せ
は
し
な
か
っ
た
。
詩
に
つ
い
て
も
、
或
る
時
に
は
叙
事
詩
が
発
達
さ
せ
ら
れ
、
他
の
時
に
は
抒
情
詩

の
形
式
が
発
達
し
た
。＊

形
式
が
単
な
る
形
式
で
な
く
、
つ
ね
に
内
容
の

0

0

0

形
式
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
形

式
は
内
容
を
活
か
す
形
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
内
容
を
し
て
自
己
を
語
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
べ
き

で
あ
る
。
形
式
は
内
容
を
発
展
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
式
と
し
て
も
完
成
す
る
。
か
く
て
マ
ル
ク
ス
主
義
文
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価
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と
政
治
的
価
値

学
は
文
学
そ
の
も
の
と
し
て
完
成
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
従
っ
て
そ
の
芸
術
的
価
値
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
自

己
の
政
治
的
内
容
を
も
っ
て
愈
々
多
く
人
に
訴
え
、
人
を
動
か
す
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
故
に
そ
の
政
治
的
価
値
に

於
て
も
益
々
大
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。

＊　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
若
し
用
心
し
て
読
む
な
ら
ば
、G

. Lukacs, D
ie Theorie des Rom

ans.	

に
は
参
考
と
な
る

べ
き
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

か
か
る
見
方
に
対
し
て
は
な
お
疑
問
が
起
る
か
も
知
れ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
芸
術
の
形
式
に
於
て
表
現
さ

れ
る
と
き
、
磨
き
を
か
け
ら
れ
、
原
始
的
な
力
は
そ
こ
に
於
て
馴
ら
さ
れ
て
し
ま
う
。
併
る
に
な
ま
の
ま
ま
の
粗

野
な
る
も
の
が
却
っ
て
、
政
治
的
見
地
に
立
て
ば
多
く
の
場
合
一
層
大
な
る
価
値
を
具
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
か
く
て
文
学
的
に
は
価
値
の
低
い
も
の
が
寧
ろ
政
治
的
価
値
の
高
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
。
併
し
な

が
ら
こ
の
よ
う
な
疑
い
の
起
る
場
合
、
若
し
よ
く
立
入
っ
て
分
析
し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
形
式
が
内
容
の

ま
さ
に
要
求
す
る
が
如
き
形
式
で
な
く
、
内
容
に
対
し
て
外
面
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
若
く
は
内
容
が
形
式
の
過

重
に
圧
迫
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
内
容

と
形
式
と
は
い
つ
の
時
に
於
て
も
調
和
と
均
衡
の
関
係
に
立
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
か
く
し
て
一
定
の
時

代
は
一
定
の
芸
術
形
態
を
も
っ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
こ
こ
に
芸
術
形
態

0

0

0

0

と
い
う
の
は
形
式
と
内
容
と
の
そ
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れ
ぞ
れ
具
体
的
な
る
綜
合
の
様
式
で
あ
る
。
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
特
有
の
意
味
に
於
け
る
内
容
と
形
式
と
の
関
係

か
ら
し
て
芸
術
の
世
界
史
的
時
代
を
三
つ
に
区
分
し
た
。
そ
の
中
心
を
な
す
も
の
は
「
古
典
的
芸
術
形
態
」
で
あ

っ
て
、そ
こ
で
は
外
的
形
式
と
内
容
と
が
均
整
を
保
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
先
立
つ
と
こ
ろ
の
「
象
徴
的
芸
術
形
態
」

に
あ
っ
て
は
、
形
式
的
な
も
の
が
内
容
的
な
も
の
を
支
配
し
て
い
る
。
そ
し
て
古
典
的
芸
術
に
次
ぐ
「
浪
漫
的
芸

術
形
態
」
の
時
代
に
於
て
は
内
容
が
形
式
に
対
し
て
過
重
と
な
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
学
は
抽
象
的
な
美
学

で
な
く
、
む
し
ろ
芸
術
史
の
哲
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
―
―
と
こ
ろ
で
形
式
と
内
容
と
の
結
合
様
式
の
関
係
に

於
て
、
今
の
時
代
の
現
実
的
な
る
芸
術
形
態
の
特
殊
性
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
プ
ロ
レ
ッ
ト
・
ク
ル
ト

の
文
学
論
に
云
う
、「
或
る
ひ
と
つ
の
文
化
の
勃
興
期
に
は
内
容
が
尊
重
さ
れ
、
開
花
期
に
は
内
容
と
形
式
と
が

調
和
し
、
そ
し
て
崩
壊
期
に
は
形
式
が
過
重
さ
れ
る
。」
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
成
立
期
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
在

に
あ
っ
て
は
、
当
然
文
学
の
形
式
に
よ
り
も
内
容
に
重
き
が
お
か
れ
る
。
こ
れ
が
現
実
の
芸
術
形
態
の
特
殊
性
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
マ
ル
ク
ス
主
義
文
芸
理
論
家
は
多
く
の
場
合
形
式
主
義
者
と
し
て
で
な
く
却
っ
て
内
容
主
義
者

と
し
て
現
れ
て
い
る
。
今
の
時
代
の
文
学
に
於
て
こ
の
よ
う
に
内
容
に
重
き
が
お
か
れ
る
と
い
う
必
然
性
が
存
在

す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
と
き
ま
た
こ
の
関
係
に
於
て
、
政
治
的
な
る
も
の
が
内
容
と
し
て
芸
術
的
な
る
も
の

そ
の
も
の
よ
り
も
重
ん
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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と
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更
に
な
お
こ
の
こ
と
が
あ
る
。
即
ち
時
代
の
芸
術
形
態
の
特
殊
性
に
相
応
し
て
芸
術
的
価
値
が
如
何
な
る
も
の

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
具
体
的
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
普
通
に
芸
術
的
価
値
は
「
美
」
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
か
く
の
如
く
見
る
こ
と
は
内
容
と
形
式
と
の
調
和
に
芸
術
的
価
値
を
お
く
と
こ
ろ
の

古
典
主
義
の
立
場
を
と
る
者
に
と
っ
て
の
み
自
明
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
既
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
浪
漫
的
芸
術
形
態
の

時
代
に
あ
っ
て
は
、
美
と
い
う
も
の
に
絶
対
的
価
値
が
も
は
や
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
は
む
し
ろ
醜
な
る

も
の
に
も
ま
た
芸
術
的
に
価
値
に
充
ち
た
も
の
が
含
ま
れ
る
と
見
る
、
と
云
っ
て
い
る
。
芸
術
的
価
値
を
も
っ
て

単
純
に
美
と
し
て
規
定
し
得
な
い
こ
と
は
現
代
人
の
意
識
に
属
し
て
い
る
。
か
の
「
美
学
」
と
「
芸
術
学
」
に
関

す
る
従
来
の
論
争
な
る
も
の
も
、
こ
こ
に
そ
の
根
源
が
あ
る
と
も
見
ら
れ
得
よ
う
。
芸
術
的
な
る
も
の
は
美
な
る

も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
内
容
と
形
式
と
の
調
和
し
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
々
は
そ

れ
以
外
に
崇
高
と
か
、
フ
モ
ー
ル
【H

um
or

ユ
ー
モ
ア
】
と
か
い
う
他
の
範
疇
を
知
っ
て
お
り
、
或
い
は
更
に
悲
劇

的
な
る
も
の
、
生
命
、
力
な
ど
い
う
も
の
を
芸
術
的
価
値
と
し
て
意
識
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
に
倣
え
ば
、

現
代
は
ア
ポ
ロ
的
文
化
の
理
念
で
な
く
、
却
っ
て
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
文
化
の
理
念
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
政

治
的
価
値
の
芸
術
的
価
値
に
対
す
る
優
位
は
こ
の
方
面
か
ら
し
て
も
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
併
る
に
こ
の
よ

う
に
我
々
の
間
に
於
て
芸
術
的
価
値
意
識
の
変
化
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
根
源
的
に
は
ア
ン
ト
ロ



五
〇

ポ
ロ
ギ
ー
の
変
化
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
美
の
立
場
は
理
性
人
間
の
人
間
学
に
相
応
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
こ
の
と
き
芸
術
的
活
動
の
、創
作
及
び
享
受
の
基
礎
に
ひ
と
は
か
の
「
普
遍
人
間
性
」
な
る
も
の
を
お
く
。

併
し
理
性
人
間
の
人
間
学
が
今
日
如
何
に
非
現
実
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
か
は
、
か
く
の
如
く
普
遍
人
間
性
を
説
く

人
も
、
こ
れ
を
単
な
る
「
要
請
」
と
し
て
よ
り
以
上
に
主
張
す
る
こ
と
を
敢
え
て
な
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
も
知
ら
れ
よ
う
。
我
々
に
は
却
っ
て
、
今
日
こ
そ
、
カ
ン
ト
に
於
け
る
と
は
違
っ
た
意
味
で
、
純
粋
理
性
批

0

0

0

0

0

判0

を
書
き
得
る
現
実
的
な
地
盤
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
云
っ
て
い
る
、「
政
治
的
、法
律
的
、哲
学
的
、宗
教
的
、文
学
的
、美
術
的
等
々
の
発
展
は
、

経
済
的
発
展
に
そ
の
基
礎
を
も
つ
。
併
し
こ
れ
ら
凡
て
は
ま
た
相
互
に
も
、
そ
し
て
経
済
的
地
盤
に
も
反
作
用
す

る
。
そ
れ
は
経
済
的
状
態
が
唯
一
の
能
動
的
な
原
因
で
あ
っ
て
、
他
の
凡
て
は
受
動
的
な
結
果
に
過
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
否
、
却
っ
て
そ
れ
は
、
終
局
に
於
て
つ
ね
に
自
己
を
貫
徹
す
る
と
こ
ろ
の
経
済
的
必
然
性
の

基
礎
の
上
に
立
て
る
交
互
作
用
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
し
て
芸
術
作
品
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
意
識
の
も
と
に

生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
社
会
的
経
済
的
基
礎
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
ま
た

そ
れ
が
欲
す
る
と
欲
せ
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
多
か
れ
少
な
か
れ
人
間
社
会
に
向
っ
て
働
き
か
け
る
。
か
く

働
き
か
け
る
関
係
に
於
て
、
作
品
は
、
そ
れ
の
有
す
る
芸
術
的
価
値
の
ほ
か
に
、
な
お
他
の
様
々
な
る
性
格
0

0

を
担



五
一

芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値

う
に
到
る
。
我
々
が
或
る
作
品
を
「
善
い
」
芸
術
ま
た
は
「
悪
い
」
芸
術
と
い
い
、
若
く
は
「
反
動
的
な
」
芸
術

と
い
う
よ
う
な
場
合
に
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
道
徳
的
な
る
、
い
な
、
実
践
的
な
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
作

品
は
我
々
の
現
実
の
生
活
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
芸
術
的
価
値
0

0

に
於
て
よ
り
も
寧
ろ
か
く
の
如
き
性
格
に
於
て
生
き

て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。＊

い
ま
か
よ
う
な
性
格
を
芸
術
の
有
す
る
政
治
的
価
値
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
政
治
的
価
値

は
芸
術
の
も
つ
単
な
る
一
側
面
に
過
ぎ
ず
、
本
来
の
芸
術
と
は
何
等
か
か
わ
り
な
き
も
の
と
な
さ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
よ
う
な
見
方
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
芸
術
至
上
主
義
的
傾
向
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
は
そ
の

場
所
で
な
い
。
併
し
我
々
は
、
芸
術
の
有
す
る
右
の
社
会
的
機
能
こ
そ
ま
さ
し
く
、
芸
術
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も

そ
の
生
命
を
決
定
す
る
最
も
根
本
的
な
原
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
指
摘
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

そ
れ
は
一
定
の
芸
術
の
成
立
、
生
長
、
死
滅
乃
至
は
更
生
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
本
質
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
ひ

と
つ
の
作
品
は
、
そ
れ
が
有
意
味
に
社
会
的
機
能
を
営
ま
な
く
な
る
に
到
る
や
否
や
、
歴
史
の
舞
台
か
ら
消
え
去

っ
て
、
忘
却
の
海
の
中
に
棄
て
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
も
は
や
芸
術
的
に
も
決
し
て
評
価
さ
れ
な
く
な
る
。
ひ

と
り
芸
術
の
み
が
歴
史
的
諸
活
動
の
聯
関
か
ら
超
越
し
て
、
純
粋
な
る
、
永
遠
な
る
生
を
享
受
し
得
る
と
い
う
こ

と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
か
く
て
社
会
的
に
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
或
る
作
品
の
芸
術
的
に
評
価

さ
れ
る
に
到
る
現
実
の
地
盤
で
あ
る
。
ひ
と
り
の
人
が
或
る
作
品
を
純
粋
に
そ
の
芸
術
的
価
値
に
於
て
評
価
し
て



五
二

い
る
と
き
に
も
な
お
、
彼
が
意
識
せ
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
既
に
そ
の
作
品
が
謂
わ
ば
そ
の
政
治
的
価
値
に
於
て

評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
現
実
の
前
提
と
し
て
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
社
会
的
機
能
は
芸
術
の
単
な

る
一
側
面
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
し
て
、
そ
れ
の
全
生
命
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

＊　
拙
稿「
危
機
に
お
け
る
理
論
的
意
識
」（『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』二
六
九
頁
以
下
）〔
全
集
第
二
巻
二
四
一
頁
以
下
〕参
照
。

観
念
形
態
の
性
格
学

0

0

0

0

0

0

0

0

と
も
呼
ば
る
べ
き
も
の
は
ま
た
そ
の
系
譜
学

0

0

0

と
共
に
研
究
さ
る
べ
き
題
目
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

最
後
に
、
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
と
の
問
題
に
関
す
る
他
の
ひ
と
つ
の
論
点
に
触
れ
て
お
こ
う
。
こ
の
場

合
作
品
の
政
治
的
価
値
は
、
特
に
そ
れ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
含
む
か
否

か
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
ま
た
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
理
論
的
把
握
の
程
度
の
強
弱
と
い
う
こ
と
、
に
於
て
測
定

さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
と
き
、
含
ま
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
よ
し

政
治
的
価
値
を
も
つ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
作
品
の
芸
術
的
価
値
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
或
い
は
却
っ
て
こ
の
も
の

を
破
壊
す
る
方
向
に
は
た
ら
く
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
起
り
得
る
。
そ
こ
で
我
々
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が

決
し
て
作
品
の
芸
術
的
価
値
の
発
揮
を
妨
げ
る
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
そ
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
既
に
一
定
の
時
代
に
於
て
そ
の
芸
術
、
科
学
、
哲
学
な
ど
の
間
に
シ
ュ
テ

ィ
ル
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
の
存
在
す
る
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
。
併
る
に
か
く
の
如
き
ア
ナ
ロ
ギ
ー
は
、
個
人
の
意
識



五
三

芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値

以
前
に
行
わ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
時
と
し
て
個
人
に
よ
っ
て
意
識
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場

合
の
典
型
的
な
例
を
ば
、
我
々
は
ダ
ン
テ
と
ト
マ
ス
、
デ
カ
ル
ト
と
ラ
シ
ー
ヌ
、
シ
ラ
ー
と
カ
ン
ト
、
ヘ
ッ
ベ
ル

と
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
の
間
に
於
て
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
例
え
ば
、
ダ
ン
テ
の
神
曲
が
ト
マ
ス
の
宗
教
的
哲

学
的
世
界
観
に
相
応
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
高
き
芸
術
的
価
値
を
担
う
た
め
に
何
等
の

障
碍
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
寧
ろ
屡
々
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
作
品
の
雄
大
さ
、
崇
高
さ
、
深
遠
さ
な
ど
の

源
と
な
っ
て
、
そ
れ
の
芸
術
的
価
値
の
高
昇
の
た
め
に
貢
献
し
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
あ
っ
て
も
、
そ

れ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
含
む
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
作
品
の
芸
術
的
価
値
に
と
っ
て
寄
与
す
る

こ
と
の
大
な
る
場
合
の
屡
々
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
全
く
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
、
我
々
は
更

に
進
ん
で
、
こ
の
文
学
に
あ
っ
て
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
含
ま
れ
る
こ
と
が
芸
術
そ
の
も
の
の
見
地
か
ら
も
要
求
さ

れ
て
い
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
芸
術
制
作
は
内
容
の
造
形
で
あ
る
。
内
容
が
造
形
さ
れ
る
た
め
に
は
支
配
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
る
に
一
定
の
内
容
は
そ
の
も
の
自
身
の
性
質
と
し
て
素
樸
に
単
純
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
出

来
ず
、
却
っ
て
そ
の
た
め
に
は
一
定
の
理
論
的
に
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
現
代
の
美

術
に
於
て
機
械
は
そ
の
ひ
と
つ
の
最
も
特
色
あ
る
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
機
械
は
、
そ
れ
が
芸
術
的
に

支
配
さ
れ
る
た
め
に
は
、
先
ず
そ
れ
は
科
学
的
に
支
配
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
、
現
代
社
会



五
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を
芸
術
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
も
、
若
し
彼
が
こ
の
社
会
の
機
構
を
経
済
学
的
、
政
治
学
的
に
把

握
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
芸
術
的
に
云
っ
て
も
十
分
に
、
完
全
に
表
現
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
主
な
る
内
容
を
な
す
と
こ
ろ
の
階
級
闘
争
は
、
今
日
、
そ
れ
が
芸
術
的
に
造
形
さ
れ
る
た

め
に
は
、
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
っ
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
必
要

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
若
し
そ
う
し
な
い
な
ら
ば
、
現
在
の
階
級
闘
争
と
い
う
内
容
は
決
し
て
現
実
的
に
、

具
体
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、従
っ
て
そ
れ
は
芸
術
的
に
も

0

0

0

0

0

生
か
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
そ
こ
で
は
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
と
が
何
等
二
元
的
に
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な

い
こ
と
を
知
り
得
る
。



五
五

文
学
形
態
論

文
学
形
態
論

一

マ
ル
ク
ス
主
義
と
文
学
の
こ
と
が
論
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
し
て
な
さ
れ
る
最
初
の
、
そ
し
て

最
も
一
般
的
な
非
難
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
文
学
に
そ
の
独
立
性
乃
至
自
存
性
を
認
め
ず
、
却
っ
て
こ
れ
を
他
の

も
の
に
、
就
な
か
ん
ず
く中
政
治
に
従
属
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
併
る
に
こ
の
よ
う
な
非
難
の
根
柢
に
意
識
的
ま
た
は

無
意
識
的
に
横
た
わ
り
、
或
い
は
顕
に
主
張
さ
れ
或
い
は
窃
か
に
支
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
芸

術
の
た
め
の
芸
術
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
先
ず
こ
の
芸
術
の
た
め
の
芸
術
と
い
う
思
想
が
如
何

な
る
種
類
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
か
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

い
わ
ゆ
る
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」（	 L’art pour l’art	

）
の
主
張
を
ジ
ン
メ
ル
は
か
の
自
然
科
学
の
自
律
0

0

（A
utonom

ie

）
の
思
想
と
比
較
し
て
い
る
。＊

恰
も
機
械
論
的
自
然
科
学
が
そ
の
自
律
性
を
ば
、
自
然
の
諸
現
象
は

自
然
的
な
仕
方
で
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
に
要
求
す
る
如
く
、
芸
術
の
た
め
の
芸
術
の
哩
論
は
、

そ
れ
自
身
専
ら
芸
術
の
領
域
の
内
部
に
横
た
わ
っ
て
い
な
い
一
切
の
も
の
に
つ
い
て
、
芸
術
作
品
の
本
質
及
び
価



五
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値
に
と
っ
て
の
あ
ら
ゆ
る
意
味
を
拒
否
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
芸
術
の
た
め
の
芸
術
と
い
う
思
想
を
、
そ
の

フ
ラ
ン
ス
的
な
起
源
に
絡
む
特
殊
な
意
味
に
於
て
見
な
い
で
、
そ
の
一
般
的
な
、
哲
学
的
な
、
そ
し
て
今
日
広
く

用
い
ら
れ
る
意
味
に
於
て
眺
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
芸
術
の
自
律
の
思
想
を
言
い
表
し
て
い
る
。
併
る

に
単
に
自
然
科
学
と
い
わ
ず
、
芸
術
と
い
わ
ず
、
種
々
な
る
文
化
の
領
域
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
律
性
を
哲
学
的
に
表

現
し
、
基
礎
付
け
た
人
の
名
は
、
周
知
の
通
り
、
カ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
ジ
ン
メ
ル
が
芸
術
の
た
め
の
芸

術
と
い
う
理
論
を
「
美
学
的
リ
ゴ
リ
ス
ム
ス
」
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
的
リ
ゴ
リ
ス
ム
ス
に
相
応
す
る
も
の

と
見
た
の
は
、
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
道
徳
的
価
値
を
生
の
全
体
の
聯
関
か
ら
引
き
離
し
、
そ
れ
を
ば
不
純
と

見
ゆ
る
一
切
の
諸
動
機
、
諸
衝
動
と
の
混
合
を
遥
か
に
超
越
せ
る
純
粋
な
高
所
に
据
え
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
思
想

は
、
ま
さ
に
か
の
自
律
の
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
か
く
の
如
き
自
律
の
思
想
こ
そ
は
、
恰
も
今
日
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
に
対
す
る
乃
至
マ
ル
ク
ス
主
義
芸
術
理
論
に
対
す
る
攻
撃
の
武
器
と
し
て
絶
え
ず
用
い
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
今
日
種
々
に
姿
を
変
え
て
新
興
文
学
に
対
す
る
排
撃
者
と
し
て
現
れ
て
い
る
芸
術

の
た
め
の
芸
術
の
主
張
は
、
こ
れ
を
そ
の
哲
学
的
本
質
に
還
元
す
る
な
ら
ば
、
芸
術
の
自
律
の
思
想
に
尽
き
る
と

見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

＊　

V
gl. G

. Sim
m

el, L’art pour l’art	（Zur Philosophie der K
unst, S. 79 ff.

）.
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文
学
形
態
論

芸
術
の
た
め
の
芸
術
な
る
語
は
ま
た
時
と
し
て
「
芸
術
至
上
主
義
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
て
い

る
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
、
用
語
上
の
不
用
意
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
不
正

確
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
る
ほ
ど
そ
の
歴
史
的
な
、
起
源
的
な
意
味
に
於
て
は
、
芸
術
の
た
め
の
芸
術

の
理
論
は
芸
術
至
上
主
義
の
意
味
を
含
ま
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
併
し
な
が
ら
そ
の
場
合
に
於
て
も
そ
れ
は
、
ど

ち
ら
か
と
云
え
ば
、
理
論
的
に

0

0

0

0

芸
術
至
上
主
義
を
明
確
な
根
拠
に
従
っ
て
主
張
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
生
活
態
度

0

0

0

0

の
上
に
於
て
の

0

0

0

0

0

0

芸
術
至
上
主
義
で
あ
っ
た
。
理
論
上
の
芸
術
至
上
主
義
と
い
え
ば
、
一
切
の
文
化
価
値
を
芸
術
的

価
値
に
従
属
せ
し
め
る
立
場
で
あ
り
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
も
っ
て
芸
術
に
従
属
的
な
若
く
は
内
属
的
な
も

の
と
見
做
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
意
味
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
る
に
芸
術
の
た
め
の
芸
術
の

理
論
の
も
と
に
は
、
一
部
分
は
既
に
プ
ロ
チ
ノ
ス
に
於
て
、
後
に
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
美
的
観
念
論
（aesthetischer	

Idealism
us	

）
に
於
て
代
表
さ
れ
た
が
如
き
、
統
一
あ
る
美
的
世
界
観
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
美

的
世
界
観
と
芸
術
の
自
律
の
思
想
と
は
理
論
的
に
は
全
く
二
つ
の
事
柄
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
芸
術
の
た
め
の
芸

術
と
い
う
こ
と
が
色
々
な
形
を
と
っ
て
唱
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
前
者
の
意
味
に
於
て
で
な
く
、
寧
ろ
後
者
の

意
味
に
於
て
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
今
日
マ
ル
ク
ス
主
義
芸
術
乃
至
芸
術
理
論
に
対
す
る
対
立
者
と
し
て
自

己
を
主
張
す
る
い
わ
ゆ
る
「
芸
術
派
」
な
る
も
の
は
、
芸
術
的
価
値
を
他
の
凡
て
の
価
値
に
対
し
て
最
高
の
位
置



五
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に
据
え
る
と
こ
ろ
の
、
或
い
は
人
間
の
一
切
の
活
動
の
う
ち
に
芸
術
的
な
る
も
の
の
は
た
ら
き
を
認
め
る
と
こ
ろ

の
、
統
一
あ
る
世
界
観
を
説
い
て
い
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
芸
術
を
他
の
諸
価
値
か
ら
純
粋
に
分
離
し
、
そ
れ
の

自
律
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
芸
術
派
の
人
々
は
、
政
治
も
そ
の
最
高
の
形
式
に
於
て
は
芸
術

で
あ
る
と
か
、
或
い
は
政
治
も
ま
た
芸
術
に
解
消
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
か
な
ど
と
云
っ
て
い
る
の
で
な
く
し
て
、

政
治
は
要
す
る
に
政
治
で
あ
り
、
芸
術
は
要
す
る
に
芸
術
で
あ
る
、
と
云
っ
て
、
哲
学
的
に
は
、
両
者
は
そ
れ
ぞ

れ
固
有
な
る
、
独
立
な
る
領
域
を
形
造
り
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
自
身
の
法
則
に
従
う
と
こ
ろ
の
、
自
律
的
な
領
域
で

あ
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
今
日
芸
術
の
た
め
の
芸
術
の
思
想
は
、
生
活
態
度
の
上

で
は
、
―
―
従
っ
て
芸
術
家
の
生
活
に
於
け
る
創
作
態
度
の
上
で
は

0

0

0

0

0

0

0

0

、
―
―
少
な
く
と
も
生
活
気
分
の
上
で
は
、

―
―
従
っ
て
創
作
気
分
の
上
で
は
、
―
―
芸
術
至
上
主
義
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
如
く
に
見
え
る
。
そ
れ

だ
か
ら
ま
た
今
日
の
社
会
に
於
て
は
、
芸
術
の
た
め
の
芸
術
と
い
う
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
芸
術
至
上
主
義
の
意
味

に
受
取
ら
れ
て
い
る
の
で
も
あ
る
。
こ
の
自
然
的
な
必
然
性

0

0

0

0

0

0

0

は
一
体
何
に
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
そ

こ
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
特
殊
性
を
見
出
し
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
特
殊
性
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な

い
も
の
の
よ
う
に
思
う
。

さ
て
マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
批
判
』
の
序
説
は
、
ひ
と
の
知
る
如
く
、
次
の
諸
文
章
を
も
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
。



五
九

文
学
形
態
論

「
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ル
ド
オ
が
そ
れ
を
も
っ
て
始
め
る
と
こ
ろ
の
、
か
の
個
々
の
、
孤
立
し
た
猟
師
や
漁
夫
は
十
八

世
紀
の
想
像
力
な
き
空
想
に
属
す
る
。
そ
れ
は
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
で
あ
っ
て
、
こ
の
も
の
は
決
し
て
、
文
化
史
家

た
ち
の
想
像
す
る
よ
う
に
、
単
に
過
度
の
洗
煉
に
対
す
る
反
動
、
誤
解
さ
れ
た
る
自
然
生
活
へ
の
復
帰
を
表
現
す

る
も
の
で
な
い
。
か
の
本
性
上
は
独
立
な
る
諸
主
体
を
ば
契
約
に
よ
っ
て
関
係
と
結
合
と
に
持
ち
来
す
と
こ
ろ
の

ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
が
か
か
る
自
然
主
義
に
立
脚
し
な
い
の
と
同
じ
く
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
自
然
主
義

に
立
脚
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
か
か
る
自
然
主
義
は
大
小
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
の
仮
象
で
あ
り
、
単
に
美
的
仮
象

で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
れ
は
寧
ろ
、
十
六
世
紀
こ
の
か
た
準
備
を
な
し
、
そ
し
て
十
八
世
紀
に
於
て
そ
の
成
熟
へ

の
巨
大
な
る
歩
み
を
な
し
た
『
市
民
的
社
会
』
の
先
取
で
あ
る
。
自
由
競
争
の
こ
の
社
会
に
於
て
は
、
個
々
の
人

間
は
、
彼
を
そ
れ
以
前
の
歴
史
的
時
代
で
は
一
定
の
、
限
ら
れ
た
人
間
集
団
の
所
属
員
た
ら
し
め
て
い
る
自
然
的

紐
帯
、
等
々
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ル
ド
オ
が
な
お
全
く
そ
の
土
台
の
上
に

立
て
る
十
八
世
紀
の
予
言
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
十
八
世
紀
の
こ
の
個
人
―
―
一
方
で
は
封
建
的
社
会
形
態
の
崩

解
の
、
他
方
で
は
十
六
世
紀
以
来
新
た
に
発
展
し
た
諸
生
産
力
の
、
産
物
―
―
は
、
そ
れ
の
存
在
が
一
の
過
去
の

も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
理
想
と
し
て
眼
に
映
じ
て
い
る
。
一
の
歴
史
的
結
果
と
し
て
で
な
く
、
却
っ
て
歴
史
の
出

発
点
と
し
て
映
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。」「
こ
の
個
人
は
自
然
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
且
つ
人
間
的
自
然
に
つ
い
て



六
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の
彼
等
の
観
念
に
相
応
し
た
故
に
、
そ
れ
は
一
の
歴
史
的
に
成
立
し
つ
つ
あ
る
者
と
し
て
で
な
く
、
却
っ
て
自
然

に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
者
と
し
て
現
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
錯
覚
は
い
ず
れ
の
新
し
い
時
代
に
と
っ
て
も
従
来
は
固

有
な
も
の
で
あ
っ
た
。
貴
族
と
し
て
、
多
く
の
点
に
於
て
十
八
世
紀
と
は
反
対
に
、
よ
り
多
く
歴
史
的
地
盤
の
上

に
立
て
る
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
馬
鹿
を
避
け
た
。
我
々
が
歴
史
を
遠
く
溯
れ
ば
溯
る
ほ
ど
、
個
人
は
、

従
っ
て
ま
た
生
産
す
る
個
人
は
、
よ
り
多
く
、
非
独
立
的
な
者
と
し
て
、
一
の
よ
り
大
な
る
全
体
に
属
せ
る
者
と

し
て
現
れ
る
、
最
初
は
な
お
全
く
自
然
的
な
仕
方
で
家
族
の
う
ち
に
於
け
る
者
と
し
て
、
ま
た
種
族
に
ま
で
拡
大

さ
れ
た
る
家
族
の
う
ち
に
於
け
る
者
と
し
て
現
れ
、後
に
は
諸
種
族
の
対
立
及
び
融
合
か
ら
生
じ
た
る
、そ
の
種
々

な
る
形
態
に
於
け
る
共
同
組
織
の
う
ち
に
於
け
る
者
と
し
て
現
れ
る
。初
め
て
十
八
世
紀
に
於
て
、『
市
民
的
社
会
』

に
於
て
、
社
会
的
諸
聯
関
の
種
々
な
る
形
態
は
、
個
々
の
人
間
に
対
し
て
、
彼
の
私
的
諸
目
的
の
た
め
の
単
な
る

手
段
と
し
て
、
外
的
必
然
と
し
て
、
出
現
す
る
。
併
し
な
が
ら
こ
の
立
場
を
、
即
ち
孤
立
化
さ
れ
た
個
人
の
立
場

を
産
出
せ
る
時
代
こ
そ
、
ま
さ
し
く
従
来
最
も
発
展
し
た
る
社
会
的
（
こ
の
立
場
か
ら
し
て
は
一
般
的
）
諸
関
係

の
時
代
で
あ
る
。
人
間
は
最
も
言
葉
通
り
の
意
味
で	 zoon politikon	（
社
会
的
動
物
）
で
あ
る
、
た
だ
に
社
会
的

動
物
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
社
会
の
う
ち
に
於
て
の
み
自
己
を
個
別
化
し
得
る
と
こ
ろ
の
動
物
で
あ
る
。」

ひ
と
は
こ
れ
ら
の
文
章
の
う
ち
に
於
て
マ
ル
ク
ス
が
、
か
の
啓
蒙
時
代
の
も
の
と
し
て
有
名
な
「
自
然
人
」
の
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観
念
は
、
決
し
て
何
等
か
の
原
始
人
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
本
質
に
於
て
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
、
い
と
も
見
事
に
指
摘
し
、
叙
述
し
て
い
る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
自
然
人
な
る
も
の
は
、

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
中
に
於
て
、
就な
か
ん
ず
く中そ

れ
の
経
済
的
諸
関
係
の
根
本
原
理
た
る
「
自
由
競
争
」
に
よ
っ
て
、
個

別
化
さ
れ
た
個
人
を
そ
の
実
質
的
な
内
容
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
恰
も
か
く
の
如
く
現
実
の
生
活
諸
関
係
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
生
れ
た
自
然
人
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
か
の
啓
蒙
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
根

柢
に
横
た
わ
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
然
人
の
本
性
に
つ
い
て
互
い
に
反
対
の

見
方
を
し
た
と
云
わ
れ
る
ル
ソ
ー
と
ホ
ッ
ブ
ス
と
に
あ
っ
て
、
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
共
に
社
会
或
い
は

国
家
を
も
っ
て
後
か
ら
の
も
の
と
見
做
し
た
の
で
あ
っ
て
、
自
然
人
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
上
に
立
つ
限
り
か

く
考
え
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
最
も
一
般
的
な
特
徴
は
人
間
の	 W

urzellosigkeit	

（
根

差
な
き
こ
と【
根
差
す
所
な
し
】）と
い
う
こ
と
で
あ
る
。従
っ
て
そ
こ
で
は
人
間
は
現
実
的
に
一
の	 A

bstraktum
	（

抽

象
体
）
で
あ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
の
状
態
を
招
致
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
ま
さ
に
自
由
競
争
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
自
然
人
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
を
媒
介
と
し
て
「
自
然
的
諸
体
系
」
と
呼
ば
れ
る
種
々
な
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
成
立
し
た
。
い
わ
ゆ
る
自
然
法
、
自
然
的
宗
教
、
自
然
的
経
済
等
々
の
諸
体
系
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
場
合
自
然
的
と
云
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
決
し
て
単
純
に
時
間
的
歴
史
的
に
最
初
の
状
態
を
意
味
し
な
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か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
つ
ね
に
同
時
に
規
範
的

0

0

0

意
味
を
含
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
よ
う
。
例

え
ば
自
然
法
的
な
見
方
に
於
て
、
そ
の
特
色
を
な
す
有
名
な
社
会
契
約
の
概
念
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
や
ロ
ッ
ク
に
あ
っ

て
、
ル
ソ
ー
に
あ
っ
て
さ
え
、
規
範
的
な
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
自
身
超
歴
史
的
な
理
性
が
人
類
の
本
質
に
合
致
せ

る
も
の
と
思
惟
す
る
政
治
的
組
織
の
普
遍
的
な
典
型
で
あ
り
、
現
存
制
度
を
評
価
す
る
た
め
の
基
準
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
た
。
成
定
法
が
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
成
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
、
自
然
法
は
自
然
若
く
は
理

性
か
ら
由
来
す
る
ま
さ
に
「
自
然
的
な
」
秩
序
と
し
て
、一
般
に
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
な
い
が
故
に
、

絶
対
的
な
妥
当
性
を
有
す
る
規
範
で
あ
る
。
次
に
ま
た
か
く
の
如
き
規
範
は
、
直
接
に
自
然
、
神
若
く
は
理
性
か

ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
論
理
学
の
法
則
と
同
じ
く
、
自
明
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
を
実
現

す
る
た
め
に
何
等
の
強
制
0

0

も
必
要
と
さ
れ
な
い
。＊

こ
こ
に
於
て
ま
た
自
然
の
概
念
と
自
由
の
概
念
と
が
一
致
さ
せ

ら
れ
る
。
啓
蒙
時
代
は
自
由
の
う
ち
に
人
間
の
自
然
権
を
見
て
い
る
。
例
え
ば
、
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
人
間
で
あ

る
こ
と
と
自
由
で
あ
る
こ
と
―
―
併
し
そ
れ
は
実
質
的
に
は
そ
れ
自
身
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
自
由
を
、
即
ち
自
己
の

財
産
に
対
す
る
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
き
処
分
権
を
所
有
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
―
―
と
は
絶
対
的
に
同
一
で
あ
っ

た
。＊　

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
（	 H

ans K
elsen	

）
の
自
然
法
に
関
す
る
諸
論
文
を
参
照
せ
よ
。
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と
こ
ろ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
既
に
ロ
ッ
ク
に
あ
っ
て
そ
の
普
遍
的
な
自
由
の
理
想
は
、「
選
ば
れ
た
る

者
」
に
神
の
国
を
ば
地
上
に
於
て
支
配
者
の
意
志
に
反
し
て
も
、
そ
し
て
若
し
必
要
が
あ
れ
ば
、
暴
力
を
も
っ
て

し
て
も
、
実
現
す
る
権
利
を
賦
与
す
る
と
こ
ろ
の
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
要
求
の
世
俗
化
さ
れ
た
形

態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
そ
の
基
礎
付
け
の
仕
方
を
異
に
す
る
に
せ
よ
、
自
然
法
的
な
、
合

理
主
義
的
な
世
界
観
が
新
教
的
な
宗
教
的
な
世
界
観
と
そ
の
内
容
上
相
応
し
て
い
る
の
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
よ

う
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
そ
の
他
の
学
者
が
詳
細
に
述
べ
て
い
る
如
く
、
一
般
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム

ス
の
精
神
と
資
本
主
義
と
の
間
に
は
或
る
種
の
型
式
類
似
の
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
哲
学
に
於

け
る
自
由
の
本
質
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
我
々
は
同
時
に
ま
た
他
方
に
於
て
自
由
を
本
質
と
す
る
カ
ン
ト
の
道
徳
法
の
概
念
が
自
然
法
的
な
も

の
で
あ
っ
た
と
も
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ジ
ン
メ
ル
は
そ
の
『
カ
ン
ト
講
義
』
の
中
で
語
る
、「
そ
の
点
に
於

て
彼
は
ま
た
、
そ
の
全
思
惟
が
一
方
で
は
自
然
科
学
的
に
、
他
方
で
は
自
然
法
的
に
方
向
付
け
ら
れ
て
い
た
彼
の

歴
史
的
状
況
に
属
し
て
い
る
。
自
然
科
学
並
び
に
法
律
に
適
当
せ
る
非
人
格
的
な
厳
格
さ
が
、
最
も
高
き
程
度
に

於
て
カ
ン
ト
の
精
神
を
色
取
っ
て
い
る
。＊

」
と
こ
ろ
で
実
を
云
え
ば
、
か
く
の
如
き
「
非
人
格
的
な
厳
格
さ
」
は

実
質
的
に
は
「
人
と
人
と
の
関
係
」
が
「
物
と
物
と
の
関
係
」
と
し
て
現
れ
、
社
会
に
於
け
る
各
人
が
孤
立
化
さ
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れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
商
品
生
産
社
会
を
反
映
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
謂
う
自
由
は
自
律
以
外
の

何
物
で
も
な
く
、
自
律
と
は
、
個
人
が
自
己
以
外
の
如
何
な
る
原
理
に
も
従
う
こ
と
な
く
、
た
だ
自
己
の
自
己
自

身
に
与
え
る
法
則
に
従
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
だ
か
ら
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
た
と
い
個
人
は
超
個
人
的
な

も
の
に
関
係
さ
せ
ら
れ
、
人
格
は
著
し
く
内
面
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
自
由
は
具
体
的
に
普
遍
的
な

も
の
、
現
実
的
に
全
体
的
な
も
の
と
の
必
然
的
な
関
係
に
於
て
把
握
さ
れ
ず
、
寧
ろ
個
人
主
義
的
色
彩
を
帯
び
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
由
を
も
っ
て
普
遍
的
意
志
と
特
殊
的
意
志
と
の
統
一
で
あ
る
と
考
え
た

の
に
比
較
し
て
見
る
が
よ
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
的
な
自
由
を
「
悟
性
の
自
由
」
と
呼
び
、
な
お
抽
象
的
で
あ

る
と
見
做
し
た
。
社
会
学
者
コ
ン
ト
は
歴
史
の
う
ち
に
「
有
機
的
」
時
代
と
「
批
判
的
」
時
代
と
を
区
別
し
て
い

る
。
前
者
は
個
人
が
与
え
ら
れ
た
る
全
体
た
る
社
会
に
自
己
を
有
機
的
に
結
合
し
て
い
る
時
代
と
し
て
、
後
者
は

個
人
が
社
会
的
環
境
に
対
し
て
個
別
化
さ
れ
て
い
る
時
代
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
。若
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

カ
ン
ト
の
「
批
判
的
」
倫
理
学
は
コ
ン
ト
的
な
「
批
判
的
」
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
得
る
で

あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
謂
う
自
由
な
、
即
ち
自
律
的
な
「
人
格
」
と
は
、
そ
の
実
質
に
於
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
で
あ
り
、

し
か
も
観
念
化
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
で
あ
っ
た
と
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
れ
が
、
カ
ン
ト
自
身
の
言

葉
を
転
用
す
れ
ば
、「
世
間
的
概
念
」（	 W

eltbegriff	

）
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
カ
ン
ト
哲
学
の
「
学
校
的
概
念
」
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（Schulbegriff	

）
の
意
味
で
あ
る
。

＊　

G
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さ
て
人
格
の
自
律
と
い
う
こ
と
は
理
性
の
自
律
と
し
て
、
既
に
カ
ン
ト
に
於
て
、
そ
れ
と
共
に
原
理
の
自
律

0

0

0

0

0

、

更
に
は
事
象
領
域
の
自
律

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
科
学
と
道
徳
と
は
理
論
理
性
と
実

践
理
性
と
の
世
界
と
し
て
、必
然
と
自
由
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
独
立
な
る
領
域
を
形
造
る
。
そ
し
て
『
判
断
力
批
判
』

に
於
て
は
彼
は
美
的
理
性
の
た
め
に
も
こ
の
よ
う
な
自
律
性
を
要
求
し
て
い
る
。
か
く
て
カ
ン
ト
哲
学
の
最
も
重

要
な
文
化
史
的
意
義
は
、
新
カ
ン
ト
学
派
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
人
間
文
化
の
諸
事
象
領
域
の
独
立
性
と
自
律
性
を

確
立
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
新
カ
ン
ト
学
派
は
カ
ン
ト
の
事
業
の
う
ち
に
哲
学

と
経
験
科
学
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
律
性
の
主
張
を
見
よ
う
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
経
験
科
学

の
う
ち
に
於
て
も
自
然
科
学
と
文
化
科
学
と
の
各
々
の
自
律
性
を
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
。
か
か
る
思
想
の
影
響

の
も
と
に
次
の
如
き
事
態
が
惹
き
起
さ
れ
る
。
例
え
ば
ひ
と
り
の
社
会
学
者
が
あ
れ
ば
、
彼
は
彼
で
自
己
の
科
学
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た
る
社
会
学
の
他
の
諸
科
学
、
就
中
そ
れ
と
最
も
類
似
し
、
最
も
深
く
交
渉
す
る
諸
科
学
か
ら
の
独
立
性
と
自
律

性
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
彼
は
カ
ン
ト
に
倣
っ
て
、「
如
何
に
し
て
社
会
学
は
可
能
で
あ
る
か
」、
と
問
う
。
彼

は
こ
の
科
学
の
可
能
性
―
―
そ
の
哲
学
的
意
味
に
於
て
は
自
律
性
―
―
を
証
明
す
る
こ
と
、
即
ち
か
の
い
わ
ゆ
る

「
認
識
論
的
」研
究
に
彼
の
全
力
を
尽
し
て
悔
い
る
こ
と
な
く
、恰
も
科
学
の
目
的
が
事
象
そ
の
も
の
の
内
面
的
な
、

必
然
的
な
諸
聯
関
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
の
如
く
に
振
舞
っ
て
顧
み
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会

に
於
て
は
科
学
も
ま
た
か
く
の
如
き
抽
象
性
に
ま
で
到
達
し
た
。
こ
れ
こ
の
社
会
に
於
て
は
人
間
は
根
差
な
き
も

の
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
表
現
の
一
方
面
で
あ
る
。

併
る
に
こ
の
よ
う
な
各
々
の
文
化
の
領
域
の
自
律
と
い
う
思
想
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
成
立
以
前
に
は
嘗
て
存

在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、ま
た
或
る
意
味
で
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
と
共
に
終
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

ギ
リ
シ
ア
の
倫
理
学
的
思
想
は
如
何
で
あ
っ
た
か
。
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
た
ち
は
善
を
も
っ
て
幸
福
で
あ
る
と
し

た
。
と
こ
ろ
で
彼
等
に
よ
れ
ば
、
幸
福
は
少
な
く
と
も
そ
の
最
高
の
形
態
に
於
て
は
固
有
な
意
味
に
於
け
る
実
践

的
道
徳
的
な
も
の
と
か
か
わ
り
な
き
も
の
で
あ
る
。
実
践
的
な
徳
は
単
に
ひ
と
つ
の
第
二
次
的
な
若
く
は
よ
り
少

な
く
完
全
な
徳
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
最
高
の
幸
福
は
思
惟
の
活
動
に
、
理
論
的
活
動
に
属
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
道
徳
は
理
論
か
ら
独
立
な
、
そ
れ
自
身
自
律
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
道
徳
は
そ
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の
最
高
の
段
階
に
於
て
理
論
若
く
は
観
想
に
終
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
世
に
あ
っ
て
は
諸
々
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
間
に
於
て
特
に
宗
教
が
支
配
的
な
位
置
を
占
め
、
そ
こ
で
は
哲
学
も
ま
た
「
神
学
の
僕
」
で
あ
っ
た
。

哲
学
は
神
学
に
仕
え
る
こ
と
を
決
し
て
屈
辱
と
感
じ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
を
も
っ
て
自
己
の

品
位
と
も
光
栄
と
も
考
え
た
の
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
以
前
に
於
て
各
々
の
文
化
の
領
域
が
自
律
的
と
し
て
思
惟
さ
れ
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
が
な
お
未
発
達
で
あ
っ
た
が
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
見
そ
の
通
り
で
あ
る
。
特
殊
科
学
と

哲
学
と
が
な
お
分
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ギ
リ
シ
ア
時
代
に
、
如
何
に
し
て
そ
れ
ら
各
自
の
自
律
性
に
つ
い
て
の

思
想
が
生
れ
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
後
哲
学
と
い
う
母
胎
の
中
か
ら
次
々
に
種
々
な
る
科
学
が
生
れ
て
独
立
の

存
在
に
ま
で
生
長
す
る
に
及
ん
で
初
め
て
、
両
者
の
間
の
、
そ
し
て
特
殊
科
学
相
互
の
間
の
自
律
性
が
唱
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。併
し
な
が
ら
種
々

な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
分
化
す
る

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
と
そ
れ
ら
の
各
々
が
自
律
的

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
決
し
て
等

し
く
な
い
の
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
領
域
に
於
け
る
分
化
は
根
源
的
に
は
人
間
の
社
会
的
実
践
の
領
域
に
於

け
る
分
化
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
実
践
的
生
活
に
於
け
る
分
業
の
発
達
の
結
果
と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
生
産
に
於
け
る
分
業
が
発
達
す
る
。
併
る
に
分
業
な
る
も
の
は
社
会
的
結
合
を
条
件
と
し
て
、
ま
た
そ
の
基
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礎
の
上
に
於
て
の
み
、
有
機
的
に
、
従
っ
て
真
に
有
意
味
に
行
わ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
分
業
が
発

達
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
そ
れ
の
社
会
に
於
け
る
結
合
の
方
面
も
ま
た
愈
々
力
強
く
意
識
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
自
由
競
争
を
原
理
と
し
、
生
産
が
無
統
制
に
行
わ
れ
て
い
る
社
会
に
於
て
は
、
一
般
に
人
と
人

と
の
結
合
の
関
係
が
埋
没
し
て
し
ま
う
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
ま
た
各
々
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
生
産
者
が
自
己
の
職
業
を
真
の
職
業
と
考
え
、
こ
れ
を
絶
対
化
す
る
に
到
る
。＊

こ
こ
に
於
て
例
え
ば
芸

術
家
は
芸
術
を
も
っ
て
自
律
的
で
あ
る
と
考
え
、
且
つ
自
己
の
職
業
を
絶
対
化
し
て
生
活
態
度
に
於
け
る
芸
術
至

上
主
義
者
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
起
る
の
で
あ
る
。
理
論
の
上
に
於
け
る
芸
術
の
自
律

0

0

0

0

0

の
思
想
と
生
活
態
度
の
上

に
於
け
る
芸
術
至
上
主
義

0

0

0

0

0

0

と
が
今
日
お
の
ず
か
ら
結
び
付
い
て
い
る
の
は
、
分
業
に
も
と
づ
い
て
生
産
の
行
わ
れ

る
今
日
の
社
会
が
自
由
競
争
を
原
理
と
す
る
社
会
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
市
民

的
社
会
の
構
成
の
原
子
論
（	 A

tom
istik	

）
が
文
化
価
値
の
原
子
論
的
思
想
の
現
実
の
土
台
で
あ
る
。
い
ま
若
し

生
産
が
計
画
的
に
行
わ
れ
、
従
っ
て
個
人
と
社
会
と
の
結
合
が
有
機
的
に
な
り
、
分
業
0

0

が
現
実
的
に
全
体
の
う
ち

に
於
け
る
分
化
0

0

と
な
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
原
子
論
的
な
見
方
も
な
く
な
り
、
そ
の
と
き
芸
術
家
も
そ
の
生
活

に
於
て
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
於
て
も
他
の
人
間
と
の
最
も
有
機
的
な
結
合
を
感
ず
る
に
到
る

で
あ
ろ
う
。
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拙
訳
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』（
岩
波
文
庫
版
）
一
三
三
―
一
三
四
頁
参

照
【
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
頁
付
け
72
頁
以
下
の
マ
ル
ク
ス
の
覚
書
風
の
書
き
込
み
を
指
す
】。
な
お
分
業
が
全
社
会
過
程
に
於

て
如
何
な
る
重
要
な
は
た
ら
き
を
な
す
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
著
作
の
中
で
明
晰
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

真
実
を
云
え
ば
、
如
何
な
る
文
化
の
領
域
と
雖
も
自
律
的
で
は
な
い
。
併
る
に
、
例
え
ば
、
芸
術
の
自
律
性
が

主
張
さ
れ
る
た
め
に
は
、
既
に
自
律
的
な
芸
術
の
存
在
が
予
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
美
的
な
も
の
の
自

律
に
つ
い
て
論
じ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ラ
イ
ス
は
云
っ
て
い
る
、＊

「
と
こ
ろ
で
美
的
領
域
に
あ
っ
て
は
一
の
理0

論
的
な
ら
ぬ

0

0

0

0

0

現
象
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
且
つ
哲
学
は
こ
の
よ
う
な
現
象
を
自
己
自
身
か
ら
『
構
成
す
る
』
―
―

そ
れ
は
固
よ
り
い
ず
れ
の
独
断
的
形
而
上
学
に
も
固
有
な
こ
と
で
あ
る
が
―
―
こ
と
を
決
し
て
考
え
得
な
い
の
で

あ
る
か
ら
し
て
、
美
的
自
律
性
の
問
題
の
解
決
は
、
究
極
に
於
て
証
明
し
得
ぬ
ま
た
ど
こ
ま
で
も
そ
う
で
あ
ら
ざ

る
を
得
ぬ
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
前
提
に
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
の
前
提
と
い
う
の
は
ま
さ
に
、
全
文
化
の
歴
史
的

経
過
に
於
て
い
つ
の
時
か
ま
た
ど
こ
の
処
か
で
嘗
て
自
律
的
な
芸
術

0

0

0

0

0

0

の
事
実
が
現
れ
、
そ
れ
の
後
か
ら
の
理
論
的

把
握
が
美
的
自
律
性
の
哲
学
的
問
題
を
形
造
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。」
ク
ラ
イ
ス
は
続
け
て
、
如

何
な
る
時
代
が
こ
の
よ
う
な
自
律
的
な
芸
術
を
作
り
出
し
た
か
、
そ
れ
は
既
に
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
で
あ
っ
た
か
、

そ
れ
と
も
そ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
発
見
に
か
か
る
の
で
あ
る
か
、
を
確
実
に
示
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
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こ
と
を
認
め
て
い
る
。
彼
は
ま
た
芸
術
の
実
現
が
寧
ろ
つ
ね
に
多
か
れ
少
な
か
れ
芸
術
外
の
諸
動
機
に
依
存
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
云
う
、「
そ
の
と
き
『
自
律
的
な
芸
術
』
は
カ
ン
0

0

ト0

の
意
味
に
於
け
る
イ
デ
ー

0

0

0

以
外
の
他
の
も
の
で
な
く
、
そ
れ
は
哲
学
的
反
省
に
対
し
て
、
現
実
に
於
て
は
決
し

て
そ
れ
以
外
の
諸
契
機
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
現
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
意
識
的
な
分
離
に
於
て
概
念
的

な
明
晰
に
も
た
ら
す
と
い
う
課
題
を
与
え
る
。」
ク
ラ
イ
ス
が
か
く
語
る
と
き
、
そ
れ
は
、
新
カ
ン
ト
学
派
の
認

識
論
一
般
に
於
て
の
よ
う
に
、
究
極
は
理
念
を
前
提
と
し
て
理
念
を
証
明
す
る
と
い
う
一
の
循
環
論
証
に
陥
っ
て

い
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
―
―
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
批
判
的
方
法
は
循
環
論
証
を
す
る
が
、
ロ
ッ

ツ
ェ
も
云
っ
た
如
く
避
く
べ
か
ら
ざ
る
循
環
論
証
は
明
ら
か
に
こ
れ
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
率
直
に
述
べ
て
い

る
。
―
―
併
し
な
が
ら
か
か
る
循
環
論
証
を
も
っ
て
し
て
は
事
象
そ
の
も
の
は
少
し
も
説
明
さ
れ
な
い
の
に
拘
ら

ず
、
ひ
と
は
何
故
に
そ
れ
を
敢
て
な
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
彼
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
る
た

め
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
中
に
生
活
せ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
諸
関
係
に
相
応
し
て
、
彼
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
か
く
ま
で

形
式
的
な
自
律
性
に
な
お
固
執
す
る
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊　

F. K
reis, D

ie Autonom
ie des Ästhetischen in der neueren Philosophie, Tübingen 1922. S. 2ff.

よ
し
現
実
の
芸
術
か
ら
純
粋
に
芸
術
的
な
も
の
を
抽
象
し
て
、
芸
術
の
自
律
性
を
論
ず
る
と
い
う
こ
と
が
哲
学
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的
に
は
何
等
か
の
意
味
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
現
実
に
作
品
を
制
作
す
る
芸
術
家
自
身
の
立
場
と
は
な

り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
活
動
に
関
し
て
ジ
ン
メ
ル
が
「
全
体
を
通
じ
て
の
迂
回
」

（U
m

w
eg über das G

anze	

）
と
云
っ
た
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
単
に
倫
理
的
に
の
み
努
力
し
て
知
的
に
努
力
す

る
こ
と
な
く
、
或
い
は
ま
た
全
人
格
の
律
動
に
従
っ
て
力
強
く
活
動
す
る
こ
と
な
き
者
は
、
多
分
倫
理
的
な
も
の

の
高
い
程
度
に
達
し
て
も
、
確
か
に
そ
れ
の
最
高
の
程
度
に
は
到
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
に
聡
明
な
人
間
の
仕

事
は
知
的
に
も
ま
た
屡
々
一
層
広
い
基
礎
の
上
に
立
っ
て
な
さ
れ
た
仕
事
に
劣
っ
て
い
る
。
芸
術
の
範
囲
に
も
同

様
の
こ
と
が
あ
る
。
単
に
技
巧
的
な
方
面
に
関
し
て
さ
え
、
単
な
る
技
巧
家
は
、
た
と
い
な
お
彼
が
完
全
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
の
究
極
的
な
高
さ
に
達
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
他
の
種
類
の
、
一
層
広
い
基
礎
を
も
っ

た
能
力
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
と
き
初
め
て
技
巧
的
に
も
最
高
の
も
の
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
上
の
諸
事
実

が
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
偉
大
な
る
芸
術
家
は
い
わ
ば
つ
ね
に
偉
大
な
る
芸
術
家
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼

等
の
全
生
活
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
に
於
て
の
如
く
、
絶
対
的
に
芸
術
活
動
に
集
中
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
場
合
で
さ
え
、
な
お
彼
等
の
芸
術
家
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
跡
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
併

し
な
が
ら
ジ
ン
メ
ル
が
全
体
へ
の
迂
回
と
云
っ
た
も
の
は
、
こ
こ
で
は
一
層
現
実
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
勝
れ
た
芸
術
家
は
、意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
、彼
の
時
代
の
社
会
と
最
も
親
し
い
、最
も
生
々
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し
た
聯
関
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
が
個
性
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
の
で
は
な
い
。
却

っ
て
そ
の
と
き
彼
は
初
め
て
真
の
個
性
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
個
性
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
自
己

内
に
反
照
し
た
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
普
遍
性
に
ま
で
連
れ
戻
さ
れ
た
特
殊
性
」、
即
ち	 Einzelheit	

で
あ
る
。

個
性
は
社
会
の
う
ち
に
於
て
の
み
個
性
で
あ
る
。

三

私
は
芸
術
の
た
め
の
芸
術
と
い
う
理
論
を
事
象
領
域
の
自
律
性
に
つ
い
て
の
哲
学
と
の
関
係
か
ら
説
明
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
一
見
し
た
と
こ
ろ
見
え
る
よ
う
に
、
偶
然
的
な
、
外
面
的
な
、
暴
力
的
な
こ
と
で
は
決
し

て
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
一
定
の
歴
史
的
時
代
に
於
け
る
種
々
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
相
互
に
型
式
類
似
の

0

0

0

0

0

（stilanalog	

）
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
我
々
は
ま
た
芸
術
の
た
め
の
芸
術
と
い
う
理
論
と
機
械
論
的

0

0

0

0

な0

自
然
科
学
と
の
間
に
も
構
造
及
び
型
式
の
上
に
於
け
る
類
似
を
発
見
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
美
術
史
家
ド

ゥ
ヴ
ォ
ル
シ
ャ
ク
の
次
の
言
葉
は
正
当
で
あ
る
。「
近
代
の
美
術
の
歴
史
に
於
け
る
決
定
的
な
美
術
上
の
諸
目
標

及
び
諸
聯
関
は
、
多
く
の
意
味
に
於
て
、
そ
れ
が
そ
れ
の
妥
当
せ
る
時
代
に
美
術
理
論
上
の
諸
説
明
に
よ
っ
て
伴

わ
れ
た
程
度
に
応
じ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
現
れ
る
。
こ
れ
ら
美
術
理
論
上
の
諸
説
明
は
、
よ
し
い
と
も
多
く
の
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形
式
的
な
も
の
若
く
は
気
侭
に
構
成
さ
れ
た
も
の
を
含
ん
で
い
た
と
は
い
え
、
し
か
も
、
後
に
始
ま
る
美
術
史
的

諸
研
究
が
最
初
か
ら
、
美
術
上
の
諸
問
題
の
把
握
に
於
け
る
最
も
重
要
な
諸
変
化
の
絶
え
ざ
る
知
識
に
結
び
付
く

こ
と
が
出
来
た
と
い
う
結
果
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
形
式
上
の
諸
課
題
が
一
般
的
な
精
神
的
内
容
に
多

く
の
意
味
に
於
て
完
全
に
従
属
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
の
中
世
に
あ
っ
て
は
、
殆
ど
全
く
欠
け
て
い
る
が
、
し

か
も
、
偉
大
な
る
神
学
者
た
ち
の
こ
の
内
容
に
捧
げ
ら
れ
た
諸
著
作
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
一
部
分
は
補
わ
れ
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。＊

」
と
こ
ろ
で
或
る
時
代
の
芸
術
の
研
究
に
際
し
て
、
こ
の
研
究
が
最
初
か
ら
そ
の
時

代
の
芸
術
理
論
に
結
び
付
き
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
多
く
の
場
合
後
者
が
前
者
に
つ
い
て
の
反
省
で
あ
っ
た

と
か
、
或
い
は
前
者
に
後
者
が
そ
の
指
導
原
理
を
与
え
た
と
か
、
い
う
如
き
、
意
識
的
な
関
係
が
存
す
る
た
め
ば

か
り
で
な
く
、
寧
ろ
根
源
的
に
は
、
両
者
が
恰
も
同
時
代
の
も
の
と
し
て
共
に
そ
の
時
代
そ
の
も
の
の
構
造
を
無

意
識
的
に
、
し
か
も
相
互
に
型
式
類
似
的
に
反
映
し
て
い
る
が
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
か
く
の
如
き

根
源
的
な
聯
関
に
も
と
づ
い
て
、
一
定
の
時
代
の
神
学
或
い
は
哲
学
の
如
き
が
そ
れ
と
同
時
代
の
芸
術
の
解
明
に

あ
た
っ
て
手
引
と
し
て
役
立
ち
得
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ひ
と
つ
の
民
族
の
う
ち
に
現
れ
る
一
定
の
哲
学
の

有
す
る
規
定
性
は
、
そ
の
民
族
の
あ
ら
ゆ
る
他
の
歴
史
的
方
面
、
即
ち
芸
術
、
科
学
、
宗
教
、
憲
法
、
等
々
を
貫

い
て
い
る
規
定
性
と
同
じ
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る＊
＊。
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＊　
M

ax D
vořák, K

unstgeschichte als G
eistesgeschichte, S. 50.

＊
＊　

V
gl. H

egel, Vorlesungen über die G
eschichte der Philosophie, W

W
. X

III, 68.
こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
相
互
の
間
の
型
式
類
似
の
関
係
は
、
単
に
無
意
識
的
に
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
時

と
し
て
そ
の
一
の
領
域
か
ら
他
の
領
域
へ
の
意
識
的
な
導
入
若
く
は
適
用
に
よ
っ
て
も
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
あ

る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
場
合
の
如
き
も
そ
れ
で
あ
る
。
既
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
自
然
科
学
の
領
域
へ
弁
証
法
的
唯
物

論
の
哲
学
が
有
効
に
適
用
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
。
同
じ
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
は
自
己
の
う
ち
へ

マ
ル
ク
ス
主
義
的
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
目
的
意
識
的
に
導
き
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
我
々
は
ま
た
マ
ル
ク

ス
主
義
の
文
学
理
論
が
自
己
の
た
め
に
弁
証
法
的
唯
物
論
の
哲
学
の
方
面
か
ら
多
く
の
光
を
持
っ
て
来
る
こ
と
を

期
待
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
区
別
は
ど
う

で
あ
ろ
う
。
前
者
は
事
実
の
個
々
の
も
の
を
全
体
と
の
生
け
る
統
一
に
於
て
捉
え
な
い
の
に
反
し
て
、
後
者
は
そ

れ
を
普
遍
と
の
具
体
的
な
綜
合
に
於
て
見
る
。一
方
は
事
実
を
静
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
満
足
す
る
の
に
対
し
て
、

他
方
は
こ
れ
を
動
的
に
掴
み
、
次
の
も
の
へ
の
発
展
の
契
機
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
欲
す
る
。
即
ち
第
一
の
も
の

が
機
械
的
で
あ
れ
ば
、
第
二
の
も
の
は
弁
証
法
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
及
び
そ
の
他
の
両
者
の
区
別
は
マ
ル
ク
ス
主

義
の
哲
学
か
ら
的
確
に
規
定
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
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我
々
は
勿
論
、イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
相
互
の
間
に
型
式
類
似
の
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

各
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
そ
れ
自
身
の
独
自
の
法
則
を
有
す
る
こ
と
を
直
ち
に
否
定
す
る
者
で
は
な
い
。
如
何
な

る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
雖
も
、
科
学
が
科
学
と
し
て
芸
術
か
ら
分
た
れ
る
と
こ
ろ
の
、
芸
術
が
芸
術
と
し
て
政
治

と
は
異
な
る
と
こ
ろ
の
、
独
自
の
法
則
を
含
む
こ
と
を
否
認
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
主
張
し
よ
う
と
す

る
の
は
、
科
学
の
科
学
性
乃
至
は
芸
術
の
芸
術
性
を
究
明
す
る
こ
と
と
並
ん
で
、
科
学
、
芸
術
、
そ
の
他
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
間
に
一
定
の
時
代
に
於
け
る
型
式
類
似
の
関
係

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
共
通
に
、
そ
れ
ら
凡
て
を
貫
い
て
現
れ
る
と

こ
ろ
の
普
遍
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

を
解
明
す
る
こ
と
が
甚
だ
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
併
る
に
こ
の
よ
う
に
或
る

時
代
の
凡
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
間
に
、
い
わ
ば
相
互
に
反
映
し
合
っ
て
、
或
る
普
遍
的
な
も
の
が
現
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
種
々
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
根
柢
に
或
る
「
第
三
の
も
の
」
が
横
た
わ
り
、
こ
の
も
の
に
よ
っ
て
、

ま
た
こ
の
も
の
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
の
相
互
作
用
が
可
能
に
さ
れ
て
い
る
た
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
第
三

の
も
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
精
神
、
時
代
精
神
或
い
は
民
族
精
神
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
た
。
彼
は
云
う
、＊「
政

治
的
歴
史
、
国
法
、
芸
術
、
宗
教
の
哲
学
に
対
す
る
関
係
は
そ
れ
故
に
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
哲
学
の
原
因
で
あ
る

と
い
う
が
如
き
、
或
い
は
反
対
に
、
哲
学
が
そ
れ
ら
の
も
の
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
関
係
で
は
な
い
。
却

っ
て
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
寧
ろ
凡
て
一
緒
に
一
に
し
て
同
一
な
る
共
同
の
根
―
―
時
代
の
精
神
―
―
を
も
っ
て
い
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る
。」「
本
質
的
な
範
疇
は
凡
て
の
こ
れ
ら
の
種
々
な
る
諸
形
成
物
の
統
一
で
あ
っ
て
、
種
々
な
る
諸
契
機
の
う
ち

に
自
己
を
顕
現
し
、
造
形
す
る
の
は
一
個
の
精
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ

に
反
し
て
こ
の
よ
う
な
「
第
三
の
も
の
」
は
一
定
の
時
代
の
経
済
的
構
造
で
あ
る
と
考
え
た
。
即
ち
、
例
え
ば
、

一
定
の
時
代
に
於
け
る
哲
学
と
芸
術
と
は
、
両
者
が
共
に
そ
の
時
代
の
同
じ
経
済
的
構
造
の
反
映
で
あ
る
故
に
、

一
の
類
型
的
な
も
の
を
示
す
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
同
じ
現
実
の
土
台
の
上
に
立
っ
て
い
る
故
に
、
両
者
の
間
の

現
実
的
な
相
互
作
用
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

＊　

H
egel, W

W
. X

III, 69, 65.

と
こ
ろ
で
従
来
の
歴
史
に
於
て
種
々
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
単
に
一
様
な
、
い
わ
ば
平
衡
的
な
相
互
作
用
の
関

係
に
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
そ
の
間
に
於
て
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
支
配
的
な
、
指
導
的
な
位
置
を

占
め
、
こ
の
も
の
に
よ
っ
て
優
先
的
に

0

0

0

0

動
か
さ
れ
、
導
か
れ
つ
つ
、
且
つ
そ
の
範
囲
内
に
於
て
相
互
作
用
の
関
係

を
取
り
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
か
か
る
優
先
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
或
る
時
は
宗
教
が
現
れ
た
。
そ
し
て
今
は

政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
か
か
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
得
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
に

於
て
は
芸
術
に
対
す
る
政
治
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
い
う
こ
と
が
唱
え
ら
れ
る
。
併
る
に
ど
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
か
く
の
如
く
支
配
的
な
位
置
に
つ
く
か
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
そ
の
時
代
の
経
済
的
諸
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
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れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
哲
学
、
科
学
、
宗
教
、
政
治
、
芸
術
等
々
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
こ
と
は
、

更
に
芸
術
そ
の
も
の
の
諸
形
態
、
即
ち
彫
刻
、
音
楽
、
絵
画
、
文
学
等
々
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
進
ん
で
は

文
学
そ
の
も
の
の
諸
形
態
、
即
ち
叙
事
詩
、
抒
情
詩
、
劇
、
小
説
等
々
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
得
る
で

あ
ろ
う
。
芸
術
の
こ
れ
ら
の
諸
形
態
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
於
て
固
よ
り
相
互
に
作
用
し
合
う
。
併
し
な
が
ら
そ

れ
の
み
で
は
な
い
。
各
々
の
歴
史
的
時
期
に
於
て
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
定
の
も
の
が
支
配
的
な
位
置
を
占
め
、
他

の
も
の
を
優
先
的
に

0

0

0

0

麾
さ
し
ま
ねき

、
導
き
、
そ
の
向
う
所
を
示
す
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
優
先
的
な
芸
術
形
態
は
、
い

わ
ば
そ
の
時
代
の
経
済
的
、
生
産
的
諸
関
係
と
最
も
親
和
な
る
形
式
を
も
ち
、
そ
れ
を
最
も
直
接
的
に
且
つ
最
も

容
易
に
反
映
し
得
る
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
彼
の
美
学
の
中
で
取
扱
っ
た
の
は
、
建
築
、
彫
刻
、
絵
画
、
音
楽
及
び
詩
の
五
つ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
五
つ
を
内
面
的
に
秩
序
付
け
る
た
め
に
、
彼
は
も
と
彼
の
活
動
の
早
期
に
於
て
は
、
そ
の
見
地
と
し
て
、

此
れ
或
い
は
彼
れ
の
芸
術
が
訴
え
る
人
間
の
受
容
器
官
を
選
ん
だ
。
そ
の
当
時
彼
は
五
つ
の
芸
術
を
三
つ
の
群
に

区
分
し
た
。
即
ち
、そ
れ
は
眼
に
訴
え
る
か
（
建
築
、彫
刻
、絵
画
）、耳
に
訴
え
る
か
（
音
楽
）
若
く
は
表
象
（
想
像
）

に
訴
え
る
か
で
あ
る
。
詩
は
表
象
の
器
官
に
訴
え
る
芸
術
で
あ
る
。
後
に
至
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
か
る
分
類
を
抛

棄
し
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
間
違
っ
て
は
い
な
い
が
、
十
分
深
く
は
な
く
、
彼
の
思
弁
的
方
法
の
水
準
に
達
せ
ぬ
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も
の
で
あ
る
、
と
彼
は
考
え
た
。
ひ
と
の
知
る
通
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
芸
術
の
世
界
史
的
時
代
を
象
徴
的
、
古
典
的

及
び
浪
漫
的
の
三
つ
と
し
て
哲
学
的
に
構
成
し
た
。
併
る
に
今
や
彼
に
と
っ
て
は
、
芸
術
の
こ
れ
ら
の
種
々
な
る

時
代
を
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
種
々
な
る
精
神
の
段
階
は
、
ま
た
、
芸
術
的
活
動
を
此
れ
或
い
は
彼
れ
の
芸
術
へ
特

別
に
向
け
且
つ
駆
り
立
て
る
力
と
は
た
ら
き
と
を
も
つ
よ
う
に
見
え
た
。
象
徴
的
な
芸
術
精
神
は
建
築
を
、
古
典

的
な
芸
術
精
神
は
彫
刻
を
特
に
選
び
と
る
、
浪
漫
的
な
芸
術
精
神
は
寧
ろ
自
己
を
絵
画
の
う
ち
に
表
現
す
る
こ
と

を
好
む
。
併
し
特
に
音
楽
が
浪
漫
的
な
精
神
の
特
性
的
な
器
官
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
諸
芸
術

の
う
ち
の
第
五
の
も
の
、
即
ち
詩
は
芸
術
精
神
の
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
の
芸
術
的
時
代
に
等
し
く

仕
え
得
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
よ
う
な
試
み
が
「
芸
術
の
体
系
化
」
と
い
う
重
要
な
問

題
に
と
っ
て
甚
だ
意
味
深
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
見
逃
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
固
よ
り
我
々
は
そ
れ
に
よ

っ
て
、
世
界
歴
史
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
於
て
単
に
唯
一
つ
の
芸
術
種
類
の
み
が
作
ら
れ
た
と
い
う
の
で
な
く
却

っ
て
種
々
な
る
芸
術
形
態
が
育
て
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
併
し
な
が
ら

我
々
は
一
定
の
時
代
に
於
て
一
定
の
芸
術
が
特
に
そ
の
時
代
と
最
も
密
接
に
結
び
付
き
、
時
代
を
異
に
す
る
に
応

じ
て
芸
術
の
諸
形
態
の
う
ち
或
い
は
此
の
或
い
は
彼
の
も
の
に
特
別
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
お
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を

認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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態
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こ
こ
に
於
て
マ
ル
ク
ス
主
義
と
文
学
な
る
問
題
は
一
層
詳
細
に
は
、
文
学
は
果
た
し
て
現
代
に
於
て
上
に
規
定

さ
れ
た
意
味
で
優
先
的
な
芸
術
形
態

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
問
題
は
先
ず
決
し
て
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
的
な
意
味
に
解
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
シ
ュ
ペ
ン
グ

ラ
ー
は
世
界
歴
史
の
う
ち
に
各
々
独
立
の
存
在
と
運
命
と
を
有
す
る
多
数
の
文
化
を
見
る
、
こ
れ
ら
の
文
化
の
い

ず
れ
も
は
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
母
な
る
或
る
一
地
帯
の
胎
内
か
ら
生
れ
、
成
長
し
、
老
衰
し
、
死
滅
す
る
も
の
で
あ

り
、
且
つ
そ
れ
自
身
の
意
欲
、
感
情
、
そ
れ
自
身
の
生
活
を
も
て
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
文

化
を
ば
植
物
の
発
生
、
成
育
、
開
花
、
凋
落
、
枯
死
と
い
う
過
程
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
於
て
観
察
す
る
。
い
ま
か

く
の
如
き
形
態
学
的
（	 m

orphologisch	
）
歴
史
観
を
我
々
の
場
合
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
問
題
は
、
文
学
は
既

に
過
去
の
社
会
の
う
ち
に
於
て
そ
の
全
盛
期
を
経
過
し
、
現
在
で
は
も
は
や
凋
落
し
、
枯
死
し
つ
つ
あ
る
芸
術
形

態
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
我
々
の
問
題
と
は
異
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

に
於
て
も
精
神
の
弁
証
法
的
発
展
は
植
物
の
形
態
学
的
過
程
と
は
別
種
な
も
の
と
さ
れ
た
。
弁
証
法
的
な
唯
物
史

観
は
形
態
学
的
な
史
観
に
対
立
す
べ
き
で
あ
る
。
次
に
我
々
の
問
題
は
ま
た
、
文
学
は
現
代
に
於
て
は
不
適
当
な

芸
術
形
態
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
と
も
等
し
く
あ
り
得
な
い
。
い
ず
れ
の
芸
術
形
態
と
雖
も
、
ど
の

よ
う
な
時
代
に
と
っ
て
も
不
適
当
な
わ
け
で
は
な
い
。
就
中
言
語
に
よ
る
芸
術
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
云
っ
た
如
く
、
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あ
ら
ゆ
る
時
代
に
適
合
し
得
る
特
徴
を
す
ぐ
れ
て
も
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
得
る
。
我
々
の
問
題
は
、
正
確
に
云
え

ば
、
種
々
な
る
芸
術
形
態
の
相
互
作
用
を
認
め
つ
つ
も
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
間
に
あ
っ
て
文
学
は
現
在
の
社
会
の

現
実
の
構
造
を
最
も
直
接
的
に
、
最
も
容
易
に
、
ま
た
最
も
親
和
的
に
、
逸
早
く
反
映
し
得
る
芸
術
的
な
形
態
と

し
て
、
他
の
諸
芸
術
に
優
先
的
に

0

0

0

0

そ
の
向
う
所
を
示
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現

代
に
於
て
文
学
は
か
か
る
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
若
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
文
学
の
う

ち
に
於
て
も
特
に
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
小
説
か
、そ
れ
と
も
劇
で
あ
る
か
。
若
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
文
学
以
外
の
何
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
映
画
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
何
か
他
の
も
の
で
あ
る
の
か
。
こ

れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
文
学
と
の
関
係
の
問
題
に
於
て
甚
だ
興
味
あ
る
、
併
し
甚
だ
困
難
な
る
問
題
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
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現
代
階
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争
の
文
学	

【1933.1

以
下
の
文
中
の
×
傍
点
は
伏
せ
字
に
さ
れ
た
文
字
を
示
す
】

一　
階
級
闘
争
の
文
学
の
一
般
的
規
定

「
あ
ら
ゆ
る
従
来
の
社
会
の
歴
史
は
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
。」
こ
れ
は
一
八
四
八
年
の
か
の
『
共××

×産党
宣
言
』

の
第
一
章
の
最
初
の
有
名
な
一
句
で
あ
る
。「
自
由
人
と
奴
隷
、
貴
族
と
平
民
、
領
主
と
農
奴
、
親
方
と
職
人
、

簡
単
に
云
え
ば
、
抑
圧
す
る
者
と
抑
圧
さ
れ
た
者
と
は
互
い
に
つ
ね
に
対
立
を
な
し
、
間
断
な
き
、
或
る
時
は
隠

密
の
、
或
る
時
は
公
然
た
る
闘
争
を
行
っ
た
、
こ
の
闘
争
た
る
や
い
つ
で
も
全
社
会
の
一
の
革
命
的
な
変
革
に
終

結
し
、さ
も
な
く
ば
闘
争
す
る
階
級
の
と
も
ど
も
の
没
落
に
終
結
し
た
。歴
史
の
以
前
の
諸
時
代
に
あ
っ
て
は
我
々

は
殆
ど
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
社
会
が
種
々
な
る
諸
身
分
に
完
全
に
編
制
さ
れ
て
い
る
の
を
、
社
会
的
諸
地
位

が
多
様
な
る
階
層
を
な
し
て
い
る
の
を
見
出
す
。
古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
貴
族
、
騎
士
、
平
民
、
奴
隷
が
あ
る
、

中
世
に
お
い
て
は
封
建
領
主
、
藩
士
、
親
方
、
職
人
、
農
奴
が
あ
り
、
そ
し
て
な
お
そ
の
上
に
こ
れ
ら
の
諸
階
級

の
殆
ど
す
べ
て
に
お
い
て
更
に
ま
た
特
殊
な
諸
階
層
が
あ
る
。
封
建
社
会
の
没
落
か
ら
生
れ
出
た
近
代
の
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
社
会
は
、
階
級
諸
対
立
を
な
く
し
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
た
だ
古
い
そ
れ
ら
の
代
り
に
新
し
い
階
級
、
抑
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圧
の
新
し
い
諸
条
件
、
闘
争
の
新
し
い
諸
形
態
を
お
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
時
代
な
る
我
々
の

時
代
は
然
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
階
級
諸
対
立
を
単
純
化
し
た
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
全
社
会
は
次
第
次
第
に

二
つ
の
大
な
る
敵
対
的
の
陣
営
に
、
二
つ
の
大
な
る
互
い
に
直
接
に
対
立
す
る
階
級
に
、
即
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー

と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
に
分
裂
す
る
。」
こ
こ
に
極
め
て
明
瞭
に
要
約
し
て
表
明
さ
れ
た
思
想
は
云
う
ま
で
も

な
く
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
る
理
論
内
容
を
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。レ
ー
ニ
ン
の
如
き
も『
マ

ル
ク
ス
主
義
の
三
つ
の
源
泉
と
三
つ
の
構
成
部
分
』
に
つ
い
て
叙
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
ド
イ
ツ
の
哲
学
、
イ

ギ
リ
ス
の
経
済
学
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
主
義
と
い
う
三
つ
の
も
の
の
正
当
な
る
相
続
者
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は

哲
学
的
唯
物
論
、剰
余
価
値
説
及
び
階
級
闘
争
の
理
論

0

0

0

0

0

0

0

の
三
つ
を
根
本
的
な
内
容
と
し
て
有
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

階
級
闘
争
の
理
論
は
マ
ル
ク
ス
の
天
才
に
よ
っ
て
洞
見
さ
れ
、
徹
底
せ
し
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
「
世
界
歴
史
の
教

え
る
結
論
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
諸
階
級
の
闘
争
が
あ
ら
ゆ
る
発
展
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
の
原
動
力
で
あ
る
。」

現
代
社
会
に
お
い
て
も
階
級
闘
争
が
も
ち
ろ
ん
な
く
な
っ
た
わ
け
で
な
く
、
却
っ
て
こ
こ
で
も
こ
の
も
の
が
そ
れ

の
推
進
力
で
あ
る
。
然
る
に
現
代
に
お
け
る
階
級
闘
争
は
先
ず
二
つ
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第0

一
に
0

0

こ
こ
で
は
階
級
諸
対
立
が
以
前
の
諸
時
代
に
比
し
て
著
し
く
単
純
化
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
こ
こ
で
は
中
間
層

も
し
く
は
い
わ
ゆ
る
中
間
階
級
の
没
落
乃
至
消
滅
に
よ
っ
て
社
会
に
お
け
る
階
級
構
成
は
次
第
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
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ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
の
二
大
陣
営
に
単
純
化
さ
れ
る
傾
向
が
甚
し
い
。
従
っ
て
ま
た
そ
れ
だ
け
緩
衝
地
帯

が
な
く
さ
れ
、
闘
争
は
勢
い
尖
鋭
と
な
り
激
烈
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
然
し
な
が
ら
次
に
0

0

、
現
代
の
階
級
闘
争

は
そ
れ
が
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
最
後
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
は
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
人
類
を
解
放
し
、
全
人
類
の
解
放
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
解
放

な
く
し
て
は
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
世
界
史
的
使
命
が
あ
る
。
し
か
も
か
く
の
如
き
解
放

は
た
だ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
対
す
る
階
級
闘
争
を
通
じ
て
の
み
成
就
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独××裁
の
時
は
や
が
て
社
会
に
お
け
る
一
切
の
階
級
対
立
の
な
く
な
る
時
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、そ
の
と
き
人
類
の
「
前
史
」
は
終
っ
て
、全
く
新
し
い
時
代
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
れ
ば
、
階
級
社
会
に
お
け
る
芸
術
は
す
べ
て
階
級
的
で
あ
る
。
階
級
社
会
に
お

い
て
は
芸
術
も
階
級
的
産
物
と
し
て
そ
こ
に
行
わ
れ
る
階
級
闘
争
を
必
然
的
に
反
映
す
る
、
と
い
う
の
が
マ
ル
ク

ス
主
義
芸
術
学
の
ひ
と
つ
の
根
本
命
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
基
礎
理
論
た
る
唯
物
史
観

0

0

0

0

の
芸
術
へ

の
適
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
ク
論
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
旧

い
観
念
論
的
な
歴
史
観
は
物
質
的
利
害
に
立
脚
す
る
何
等
の
階
級
闘
争
も
、
総
じ
て
何
等
の
物
質
的
利
害
も
知
ら

な
か
っ
た
。
生
産
な
ら
び
に
一
切
の
経
済
的
諸
関
係
は
、
こ
の
歴
史
観
に
お
い
て
は
た
だ
、『
文
化
史
』
の
従
属
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的
な
要
素
と
し
て
、
附
随
的
に
現
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
新
た
な
る
諸
事
実
は
従
来
の
全
歴
史
を
新
た
に
研
究
し
な

お
す
よ
う
に
強
要
し
た
、
そ
し
て
そ
う
し
て
み
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
従
来
の
歴
史
は
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
の
互
い
に
闘
争
す
る
社
会
の
諸
階
級
は
い
つ
で
も
そ
の
時
代
の
生
産
諸
関
係
及
び
交
通
諸
関

係
の
、
一
言
で
云
え
ば
経
済
的
諸
関
係
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
か
く
し
て
、
社
会
の
そ
の
時
々
の
経
済

的
構
造
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
時
代
の
法
律
的
及
び
政
治
的
制
度
の
、
な
ら
び
に
宗
教
的
、
哲
学
的
及
び
そ
の
他

の
表
象
様
式
の
全
上
層
建
築
が
究
極
に
お
い
て
そ
れ
か
ら
説
明
さ
る
べ
き
現
実
的
な
土
台
を
形
作
る
と
い
う
こ
と

が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
観
念
論
は
そ
の
最
後
の
逃
げ
場
所
た
る
歴
史
観
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
、

唯
物
史
観
が
与
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
人
間
の
存
在
を
彼
等
の
意
識
か
ら
説
明
す
る
代
り
に
、
人
間
の
意

識
を
彼
等
の
存
在
か
ら
説
明
す
べ
き
道
が
見
出
さ
れ
た
。」
文
学
は
も
ち
ろ
ん
宗
教
乃
至
哲
学
な
ど
と
同
じ
よ
う

に
人
間
の
意
識
、
一
定
の
仕
方
で
組
織
さ
れ
た
意
識
、
即
ち
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
観
念
形
態
）
で
あ
る
。
従
っ
て

そ
れ
の
性
質
は
人
間
の
存
在
か
ら
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
「
人
間
的
本
質
は
な
ん
ら
個
々
の
個
人
に
内

在
す
る
と
こ
ろ
の
抽
象
体
で
は
な
い
。
そ
の
現
実
に
お
い
て
は
人
間
的
本
質
は
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
で
あ
る
。」

か
く
て
文
学
は
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
従
来
の
社
会
が
階
級
社
会
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
階
級
的

性
質
の
も
の
で
あ
る
。
文
学
は
い
わ
ゆ
る
上
層
建
築
で
あ
っ
て
、
そ
の
下
層
建
築
た
る
社
会
の
経
済
的
構
造
に
よ
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っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
土
台
と
上
部
構
造
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
唯
物
史
観
的
見
解
は
、
周
知
の
如
く
、「
ロ

シ
ヤ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
父
」
と
い
わ
れ
る
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
に
よ
っ
て
、
そ
の
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
本
問
題
』

の
な
か
で
、
次
の
如
く
分
析
的
に
定
式
化
さ
れ
た
。
一
、
生
産
諸
力
の
状
態

0

0

0

0

0

0

0

、
二
、
こ
の
生
産
諸
力
に
よ
っ
て
制

約
さ
れ
た
経
済
的
諸
関
係

0

0

0

0

0

0

、三
、与
え
ら
れ
た
経
済
的
「
土
台
」
の
上
に
建
て
ら
れ
た
る
社
会
的
・
政
治
的
制
度

0

0

0

0

0

、四
、

一
部
分
は
直
接
に
経
済
に
よ
っ
て
、
一
部
分
は
そ
れ
の
上
に
建
て
ら
れ
た
る
凡
て
の
社
会
的
・
政
治
的
制
度
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
社
会
人
の
心
理

0

0

0

0

0

0

、
五
、
こ
の
心
理
を
反
映
す
る
と
こ
ろ
の
種
々
様
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

0

0

0

0

0

ー0

。
―
―
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
は
附
け
加
え
て
、
こ
の
定
式
は
歴
史
的
発
展
の
す
べ
て
の
「
形
態
」
が
そ
こ
に
そ
の
場

所
を
見
出
す
に
足
り
る
ほ
ど
広
汎
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
種
々
な
る
社
会
的
力
の
間
に
「
交
互
作
用
」
を

認
め
る
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
折
衷
主
義
と
は
ま
る
で
縁
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
こ
の
定
式
は
一
元
論
的
な
も

の
で
あ
り
、こ
の
一
元
論
的
定
式
は
根
本
的
に
唯
物
論
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
唯
物
史
観
の
立
場
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
、
従
っ
て
文
学
の
現
実
の
土
台

を
形
作
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
生
産
力
と
生
産
関
係
、
即
ち
経
済
的
構
造
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
こ
と

と
階
級
闘
争
の
文
学
と
い
う
こ
と
と
の
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
に
引
用
し
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
文

章
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
階
級
な
る
も
の
は
経
済
的
諸
関
係
の
産
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
立
は
就
な
か
ん
ず
く中

生
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産
手
段
を
所
有
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
階
級
闘
争
と
い
う
こ
と
ば

は
特
に
政
治
的
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
階
級
闘
争
の
文
学
と
い
う
こ
と
は
文
学
が
何
よ
り
も
、
政
治
的
に

0

0

0

0

規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
然
る
に
「
政
治
は
経
済
の
集
中
的
表
現
で
あ
る
」
と
い
う
の

が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ひ
と
つ
の
根
本
的
な
見
解
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
ま
た
一
つ
の
階
級
の
他
の
階
級
に
対
す
る

経
済
闘
争
は
政
治
闘
争
に
お
い
て
集
中
的
に
表
現
さ
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
し
、
前
者
は
ま
た
後
者
に
ま
で
発
展

さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
経
済
的
諸
関
係
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
文
学
は
同
時
に
政

治
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

い
ま
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
対
す
る
闘
争
の
発
展
の
段
階
に
相
応
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
の
発
展
に
お
い
て
も
二
つ
の
段
階
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
階
級
闘
争
は
自
然
生
長
的
の
も
の
か
ら
目
的

意
識
的
の
も
の
へ
発
展
す
る
。
そ
こ
で
先
ず
自
然
生
長
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
あ
る
。
自
然
生
長
的
な
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
と
い
う
の
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
に
対
し
て
お
の
ず
か
ら
感
ず
る
個
々
の
不
平
、
憤

懣
、
憎
悪
、
忿
怒
な
ど
を
、
そ
の
感
情
の
動
く
が
ま
ま
に
、
無
批
判
的
に
、
無
組
織
的
に
投
げ
出
し
、
発
散
し
、

吐
露
し
た
文
学
で
あ
る
。
初
期
の
段
階
に
お
け
る
闘
争
が
意
識
的
、
計
画
的
、
組
織
的
、
批
判
的
の
準
備
に
な
っ

た
闘
争
で
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
自
然
生
長
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
意
識
的
、
計
画
的
、
組
織
的
、
批
判
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現
代
階
級
闘
争
の
文
学

的
の
準
備
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
い
わ
ば
そ
の
作
家
の
個
人
的
満
足
の
文
学
で
あ
る
と
云
わ
れ
よ
う
。

そ
こ
に
は
断
片
的
な
、
素
材
的
な
、
個
々
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
感
覚
や
感
情
、
そ
し
て
或
る
時
に
は
認
識
が
見

出
さ
れ
る
。
然
し
そ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
断
片
的
な
、
素
材
的
な
、
個
々
の
感
覚
や
感
情
や
認
識
が
構
成
さ
れ
ず
、

組
織
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。
も
し
そ
こ
に
構
成
さ
れ
、
組
織
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
も
の
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
構
成
、
組
織
の
力
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
却
っ
て
せ
い
ぜ
い
旧
い
芸
術
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ

る
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
れ
故
に
自
然
生
長
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
そ
の
内
容
0

0

の
方
面
か
ら
す
れ
ば
、
漠
然
と
反

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
文
学
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
の
殆
ど
す
べ
て
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
対
す
る
感
情

的
反
抗
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
固
有
な
る
、
積
極
的
な
る
意
識
は
い
ま
だ
何
等
具
体
化
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
し
に
、
こ
の
感
情
的
反
抗
を
裏
付
け
る
意
識
の
中
に
は
む
し
ろ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
で
な
い

種
々
雑
多
な
要
素
が
お
の
ず
か
ら
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
そ
こ
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
人
道
主
義
的
要
素
も

混
入
し
て
い
れ
ば
、
或
は
ま
た
自
由
主
義
的
な
意
識
も
喰
い
込
ん
で
い
る
と
い
う
風
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
生
長

的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
そ
の
形
式
0

0

の
方
面
か
ら
見
れ
ば
、
殆
ど
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
学
の
形
式
の
踏
襲
で
あ
り
、

借
用
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
先
ず
そ
の
不
平
、
憤
懣
、
忿
怒
を
発
散
し
、
吐
露
す
る
と
い
う
こ
と
が
切
実
逼
迫
し

た
要
求
で
あ
っ
て
、
こ
の
要
求
を
て
っ
と
り
早
く
満
す
に
は
有
り
合
せ
の
、
出
来
合
い
の
形
式
を
借
り
て
来
る
と
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い
う
こ
と
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
借
り
物
の
、
出
来
合
い
の
形
式
の
不
適
切
、

不
十
分
が
感
ぜ
ら
れ
、
そ
の
内
容
に
相
応
し
た
形
式
が
内
容
か
ら
必
然
に
生
み
出
さ
れ
る
に
至
る
の
は
、
ず
っ
と

後
の
こ
と
と
云
っ
て
よ
い
。
然
し
な
が
ら
こ
の
場
合
注
目
に
値
す
る
事
実
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
最
初
か
く

の
如
く
そ
の
形
式
を
有
り
合
せ
の
も
の
の
中
か
ら
借
り
て
来
た
文
学
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
も
た
い
て
い

の
場
合
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
リ
ア
リ
ズ
ム

0

0

0

0

0

の
形
式
を
取
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
自
然
生
長
的
な
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
が
選
び
取
っ
て
来
た
形
式
は
、
実
に
、
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
形
式
で
も
な
け
れ
ば
、
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の

そ
れ
で
も
な
く
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
文
学
の
当
面
の
目
的
が
現
実
の
生
活
の
中
か

ら
湧
き
出
て
来
る
切
実
な
不
平
、
不
満
、
憤
怒
、
反
抗
、
等
々
を
表
現
す
る
と
い
う
極
め
て
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
内
容
の
含
む
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
力
、
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
要
求
が
必
然
的

に
リ
ア
リ
ズ
ム
の
形
式
を
選
び
取
ら
せ
た
。
文
学
の
新
し
い
形
式
を
生
み
出
す
も
の
は
そ
の
内
容
の
内
的
必
然
的

な
力
で
あ
る
が
、
如
何
な
る
旧
い
形
式
を
選
び
取
っ
て
来
る
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
も
の
も
ま
た
そ
の
内
容

の
内
的
必
然
的
な
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
に
実
証
さ
れ
て
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
闘
争
は
自
然
生
長
的
な
段
階
か
ら
目
的
意
識
的
な
段
階
へ
発
展
す
る
し
、
ま
た
発

展
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
自
然
生
長
的
な
闘
争
は
部
分
的
で
、
無
政
府
的
で
、
発
作
的
で
、
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現
代
階
級
闘
争
の
文
学

従
っ
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
堕
す
る
傾
向
が
あ
り
、
或
は
ま
た
大
衆
の
自
然
生
長
性
に
追
順
し
、
屈
服
す
る
と
き
に
は
、

単
な
る
経
済
闘
争
を
も
っ
て
唯
一
の
必
要
な
る
闘
争
方
法
と
考
え
る
誤
謬
に
陥
る
危
険
が
あ
る
。
闘
争
は
無
意
識

的
、
無
計
画
的
、
無
批
判
的
な
も
の
か
ら
目
的
意
識
的
、
計
画
的
、
組
織
的
な
も
の
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
発
展
せ

し
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
き
闘
争
の
目
的
意
識
性
の
重
要
さ
を
明
ら
か
に
し
た
文
献
と
し
て
見

逃
し
得
な
い
の
は
何
よ
り
も
レ
ー
ニ
ン
の
『
何
を
為
す
べ
き
か
』
と
い
う
論
文
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
レ
ー

ニ
ン
は
一
方
で
は
発
作
的
な
、
無
政
府
的
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
批
判
す
る
と
共
に
、
他
方
で
は
ま
た
特
に
、
大
衆
の

自
然
生
長
性
に
服
従
す
る
と
こ
ろ
の
「
経
済
主
義
」
と
「
経
済
主
義
者
」
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る
。
労
働
運
動
の

自
然
生
長
的
な
発
展
は
そ
れ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
従
属
に
帰
着
す
る
、
な
ぜ
な
ら
自
然
生
長
的

な
労
働
運
動
は
組
合
主
義
を
意
味
し
、
そ
し
て
組
合
主
義
は
労
働
者
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
へ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

隷
属
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
に
自
然
生
長
性
に
対
し
て
闘
争
し
、
労
働
運
動
を
こ
の
よ
う
な
自
然
生
長
的
な
渇
望

か
ら
転
換
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
な
任
務
で
あ
る
。
蓋
し
問
題
は
ひ
と
え
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
社

会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
い
ず
れ
を
選
ぶ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、そ
こ
に
は
中
間
が
な
い
、人
類
は「
第
三
の
」

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
作
り
上
げ
な
か
っ
た
、
階
級
の
対
立
に
よ
っ
て
分
裂
せ
る
社
会
に
お
い
て
は
、
階
級
の
外
部
に

も
し
く
は
超
越
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
だ
か
ら
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
あ
ら
ゆ
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る
縮
小
、
そ
れ
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
逸
脱
は
そ
の
こ
と
自
身
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
化
を
意
味
す
る
の

で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
は「
意
識
的
要
素
」の
重
要
性
を
力
説
し
て
、「
革××命
の
理
論
な
く
し
て
革××命
の
運
動
は
な
い
。」

と
云
う
。
か
く
て
レ
ー
ニ
ン
は
経
済
闘
争
に
対
し
て
目
的
意
識
的
な
政
治
闘
争
の
意
義
を
論
じ
、
労
働
者
の
組
織

と
共
に
革××

×命的
理
論
に
よ
っ
て
武
装
さ
れ
た
る
共××
×産党
の
組
織
の
必
要
を
説
い
た
。
経
済
闘
争
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

階
級
の
目
的
を
明
確
に
意
識
し
た
政
治
闘
争
と
結
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

階
級
闘
争
の
こ
の
よ
う
な
段
階
に
相
応
し
て
、
自
然
生
長
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
し
て
目
的
意
識
的
な

0

0

0

0

0

0

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

0

0

0

0

0

0

0

0

が
生
産
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
目
的
意
識
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
は
、一
言
で
云
え
ば
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
滲
潤
さ
れ
、
浸
透
さ
れ
た
文
学
の
こ
と
で
あ
る
。
目
的
意
識
的
な
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
い
て
も
そ
れ
の
地
盤
と
な
る
も
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
自
然
発
生
的
な

不
平
や
憤
懣
や
反
抗
で
あ
る
。
然
し
こ
の
種
の
文
学
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
要
素
は
も
は
や
素
材
的
に
、
断
片
的

に
、
無
意
識
的
に
、
無
組
織
的
に
そ
こ
に
吐
き
出
さ
れ
、
投
げ
出
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
の

要
素
は
整
理
さ
れ
、
純
化
さ
れ
、
統
一
さ
れ
、
組
織
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
整
理
、
純
化
、
統
一
、
組
織

に
は
た
ら
く
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
或
は
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
階
級
闘
争
が
政
治
闘
争

に
組
織
さ
れ
る
に
応
じ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
自
身
の
生
活
、
感
情
、
認
識
が
そ
の
も
の
と
し
て
組
織
さ
れ
た
も
の
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現
代
階
級
闘
争
の
文
学

と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
文
学
は
そ
れ
ら
を
か
か
る
も
の
と
し
て
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
自
然
生
長

的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
い
わ
ば
個
々
の
作
家
の
満
足
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
に
反
し
、
目
的
意
識
的
な
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
は
集
団
的
な
、
階
級
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
生
長
す
る
。
か
か
る
運
動
は
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
の
い
わ
ゆ
る
文
壇
、
即
ち
既
成
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
壇
に
お
け
る
存
在
獲
得
の
た
め
の
集
団
的
運
動
と

間
違
え
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
任
務
は
、
芸
術
上
か
ら
す
れ
ば
、
集
団
的
努
力
に
よ
っ

て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
そ
の
も
の
を
文
学
と
し
て
高
め
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
然
し

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
使
命
は
、
政
治
的
に
、
そ
の
集
団
的
運
動
を
通
じ
て
階
級
闘
争
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
の
力
を
拡
大
強
化
す
る
に
あ
る
。
そ
れ
は
即
ち
階
級
闘
争
の
一
翼
と
し
て
は
た
ら
き
、
政
治
的
な
階
級
闘
争

に
仕
え
る
。
か
く
の
如
き
目
的
意
識
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
こ
そ
そ
の
固
有
な
る
意
味
に
お
け
る
階
級
闘
争
の

0

0

0

0

0

文
学
0

0

と
い
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
固
よ
り
か
か
る
文
学
が
生
産
さ
れ
る
に
至
る
た
め
に
は
、
そ
の
現
実
的
な
土

台
と
し
て
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
経
済
的
発
展
に
も
と
づ
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
生
長
発
展
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
『
哲
学
の
貧
困
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
経
済
的
諸
条
件
は
先
ず
一
国

の
大
衆
を
ば
労
働
者
に
変
え
た
。
資
本
の
支
配
は
こ
の
大
衆
に
共
通
の
状
態
、
共
通
の
諸
利
害
を
作
り
出
し
た
。

か
よ
う
に
し
て
こ
の
大
衆
は
資
本
に
対
し
て
は
既
に
一
階
級
で
あ
る
が
、
然
し
な
お
自
己
自
身
に
と
っ
て
一
階
級
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で
は
な
い
。
我
々
が
そ
れ
に
つ
い
て
若
干
述
べ
た
闘
争
に
お
い
て
こ
の
大
衆
は
結
合
さ
れ
、
そ
れ
は
自
己
自
身
に

と
っ
て
の
階
級
に
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
が
防
衛
す
る
諸
利
害
は
階
級
の
諸
利
害
と
な
る
。
然
る
に
階
級
に
対
す
る

階
級
の
闘
争
は
一
の
政
治
闘
争
で
あ
る
。」
即
ち
階
級
は
闘
争
を
通
じ
て
「
他
に
対
し
て
の
階
級
」
か
ら
「
自
己

自
身
に
と
っ
て
の
階
級
」
に
ま
で
発
展
す
る
。
丁
度
こ
の
こ
と
に
相
応
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
ま
た
自
然
生

長
的
な
文
学
か
ら
目
的
意
識
的
な
文
学
に
ま
で
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
階
級
闘
争
の
文
学
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
殊
に
後
者
が
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

二　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
可
能
と
必
然

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
、
延
い
て
は
一
般
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
と
い
う
も
の
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題

は
就
中
ト
ロ
ツ
キ
イ
の『
文
学
と
革
命
』に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
、論
争
さ
れ
た
。
ト
ロ
ツ
キ
イ
は
そ
の
中
で「
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
」
に
就
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
い
ず
れ
の
支
配
階
級
も
自
己
自
身

の
文
化
、
従
っ
て
ま
た
自
己
自
身
の
芸
術
を
創
造
す
る
。
歴
史
は
東
方
及
び
古
典
的
古
代
の
奴
隷
制
度
時
代
の
諸

文
化
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
封
建
的
文
化
、
そ
し
て
今
日
世
界
を
支
配
し
て
い
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
を
知
っ
て
い

る
。
そ
こ
か
ら
し
て
お
の
ず
か
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
も
ま
た
自
己
自
身
の
文
化
及
び
自
己
自
身
の
芸
術
を
創
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現
代
階
級
闘
争
の
文
学

造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
結
論
さ
れ
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
問
題
は
決
し
て
そ
れ
が

一
見
そ
う
見
え
る
よ
う
に
単
純
で
は
な
い
。
奴
隷
所
有
者
の
支
配
し
た
社
会
は
幾
世
紀
も
の
間
存
続
し
た
。
封
建

制
度
も
ま
た
全
く
同
様
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
も
、
そ
れ
が
公
然
と
嵐
の
如
く
現
れ
た
時
期
、
即
ち
ル
ネ

サ
ン
ス
の
時
期
か
ら
数
え
て
さ
え
、
ま
た
既
に
五
世
紀
の
間
存
続
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
完
全
な
開
花
は
や
っ

と
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
特
に
そ
の
後
半
期
に
お
い
て
到
達
さ
れ
た
。
支
配
階
級
を
繞
っ
て
の
新
し
い
文
化
の
形

成
は
、
歴
史
の
教
え
る
よ
う
に
、
多
く
の
時
を
必
要
と
し
、
そ
し
て
そ
の
完
成
は
そ
の
階
級
の
政
治
的
没
落
に
先

行
す
る
時
期
に
お
い
て
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
い
っ
た
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
と
っ
て『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
』

文
化
の
創
造
の
た
め
の
時
期
が
だ
い
い
ち
足
り
る
で
あ
ろ
う
か
。
奴
隷
所
有
者
、
封
建
君
主
、
そ
し
て
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
ジ
ー
の
支
配
と
は
異
な
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
そ
の
独××裁
を
単
に
短
期
間
の
過
渡
期

0

0

0

0

0

0

0

と
考
え
る
。
我
々

が
社
会
主
義
へ
の
過
渡
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
楽
観
的
な
見
解
に
陥
る
ま
い
と
す
る
と
き
、
我
々
は
社
会
革××命
の
時

期
が
、
世
界
的
規
模
に
お
い
て
、
幾
月
で
な
く
て
、
幾
年
も
幾
十
年
も
続
く
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
、
―
―
然
し

幾
十
年
で
あ
っ
て
、
幾
世
紀
、
幾
千
年
と
い
う
の
で
は
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
こ
の
期
間
に
お
い
て
新

し
い
文
化
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
社
会
革××命
の
幾
年
が
激
烈
な
市
民

革××命
と
階
級
闘
争
の
幾
年
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
破
壊
が
何
等
か
の
新
し
い
建
設
活
動
よ
り
も
遥
か
に
大
な
る
場
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所
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
当
然
の
も
の
と
な
っ
て
来
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
自
身
の
主
要
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
権
力
の
獲
得
、
主
要
困
難
の
軽
減
の
た
め
の
、
そ
し
て
そ
の
後

の
闘
争
に
於
け
る
適
用
の
た
め
の
、
そ
の
権
力
の
維
持
と
強
化
と
利
用
と
に
向
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
あ

ら
ゆ
る
計
画
的
な
文
化
的
労
作
を
甚
だ
狭
い
限
界
内
に
押
し
込
め
る
こ
の
革
命
的
時
期
に
お
い
て
ま
さ
に
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
そ
の
階
級
的
存
在
の
最
高
の
張
力
と
最
も
完
全
な
表
現
と
に
達
す
る
。
そ
し
て
反
対
に
、
新
し

い
社
会
秩
序
が
政
治
的
及
び
革××命
的
震
動
に
対
し
て
よ
り
完
全
に
保
証
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
だ
け
、
文
化
上
の
新
し

い
創
造
の
た
め
の
事
情
が
よ
り
好
都
合
に
な
れ
ば
な
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
多
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
社
会
主
義

的
共
同
体
の
う
ち
へ
溶
け
込
み
、
そ
れ
だ
け
多
く
そ
の
特
徴
的
な
階
級
的
特
性
か
ら
解
放
さ
れ
、
か
く
て
次
第
次

第
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
で
あ
ろ
う
。
他
の
言
葉
で
云
え
ば
、
革××命
の
時
期
に
お
い
て
は

新
し
い
文
化
の
建
設
即
ち
最
大
の
歴
史
的
規
模
に
お
け
る
建
設
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
然
る
に
革××命

の
鉄
の
か
せ
が
も
は
や
必
要
で
な
く
な
る
と
き
始
ま
る
と
こ
ろ
の
、
歴
史
に
お
け
る
何
物
と
も
比
較
す
べ
く
も
な

い
文
化
的
建
設
は
、
本
来
の
階
級
的
性
質
を
も
は
や
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
し
て
次
の
よ
う
な
一
般
的

結
論
を
引
き
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う
、
即
ち
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
は
存
在
し
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た

存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
、そ
し
て
ひ
と
は
そ
の
こ
と
を
悲
し
む
べ
き
何
等
の
理
由
を
も
実
際
有
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
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現
代
階
級
闘
争
の
文
学

蓋
し
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
政××権
を
取
る
の
は
ま
さ
に
永
久
に
階
級
的
文
化
を
終
滅
せ
し
め
て
人
類
的
文
化
に
道

を
開
か
ん
が
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
我
々
は
時
と
し
て
忘
れ
勝
ち
で
あ
る
。」更
に
ト
ロ
ツ
キ
イ
は
云
う
、「
第

三
階
級
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
上
層
は
自
己
の
文
化
的
教
育
を
封
建
社
会
の
屋
根
の
下
で
完
了
し
た
、
既
に
こ
の
社
会

の
胎
内
で
そ
れ
は
文
化
的
見
地
に
お
い
て
は
旧
い
支
配
し
つ
つ
あ
る
階
級
よ
り
も
よ
り
高
い
段
階
に
達
し
、
そ
れ

が
権
力
を
獲
得
す
る
よ
り
も
遥
か
以
前
に
文
化
の
推
進
力
と
な
っ
て
い
た
。
一
般
的
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に

と
っ
て
、
特
殊
的
に
は
ロ
シ
ヤ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
と
っ
て
、
事
情
は
ま
さ
に
逆
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
が

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
の
根
本
諸
要
素
を
我
物
と
す
る
に
先
立
っ
て
、
先
ず
政××権
を
奪
取
す
る
よ
う
に
強
要
さ
れ
て
い

る
、
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
を
こ
の
社
会
が
そ
れ
に
と
っ
て
文
化
へ
の
道
を
塞
い
で
い
る
と
い
う
理
由
で
ま
さ

に
革
命
的
闘
争
に
よ
っ
て
変××革
す
る
よ
う
に
強
要
さ
れ
て
い
る
。」
か
く
て
要
す
る
に
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
及
び

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
芸
術
に
対
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
及
び
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
を
考
え
る
こ
と
は
根
本
的
に
間
違
っ

て
い
る
。
後
者
は
一
般
に
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
な
ぜ
な
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
独××裁
は
過
渡
的
な
も
の
で
あ
る

か
ら
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革××命
の
歴
史
的
使××命
と
道
徳
的
偉
大
は
、
そ
れ
が
階
級
無
き
、
初
め
て
真
に
人
間
的
な
文

化
の
た
め
の
礎
石
を
お
く
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。」

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
及
び
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
否
定
に
つ
い
て
の
右
の
ト
ロ
ツ
キ
イ
の
意
見
は
多
く
の
マ
ル
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ク
ス
主
義
者
た
ち
か
ら
の
批
判
に
出
会
っ
た
。
彼
の
見
解
は
一
見
甚
だ
明
快
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
機

械
的
で
あ
る
。
そ
し
て
ト
ロ
ツ
キ
イ
的
見
解
の
誤
謬
の
主
な
る
根
源
は
、
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
本
的
方
法

の
要
求
す
る
よ
う
に
事
物
を
弁
証
法
的

0

0

0

0

に
把
握
せ
ず
、機
械
論
的
な
見
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

現
実
の
歴
史
と
同
じ
よ
う
に
文
化
の
歴
史
も
弁
証
法
的
に
発
展
す
る
。
然
る
に
ト
ロ
ツ
キ
イ
は
、
先
ず
0

0

、
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
文
化
か
ら
社
会
主
義
文
化
へ
と
一
直
線
に
、
機
械
的
に
進
行
す
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
る
。
然
し
事
実
は
反

対
に
、
文
化
の
発
展
は
弁
証
法
的
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
対
立
物
の
媒
介
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
芸
術
は
、
そ
の
対
立
物
た
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
媒
介
な
く
し
て
は
、
真
に
人
類
的
な
芸
術
へ
発
展

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
次
に
0

0

、
ト
ロ
ツ
キ
イ
は
政
治
と
文
化
と
を
機
械
的
に
切
り
離
し
て
、
政
治
闘
争
に
対
す

る
文
化
闘
争
の
意
義
を
十
分
に
認
識
し
て
い
な
い
。
文
化
闘
争
は
政
治
闘
争
の
た
め
に
も
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
自

身
ひ
と
つ
の
政
治
闘
争
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ト
ロ
ツ
キ
イ
が
そ
の
書
の
中
で
、
今
我
々
に
必
要
な
の
は
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
芸
術
で
な
く
て
革
命
的
芸
術
で
あ
る
と
云
っ
た
と
き
、
彼
は
ル
ナ
チ
ャ
ル
ス
キ
ー
も
指
摘
し
た
よ
う
に

自
己
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
必
要
な
の
は
如
何
な
る
革
命
的
芸
術
で
あ
る
か
。
全
人
類
的
、
超
階

級
的
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
そ
れ
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
と
し
て
の
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。

更
に
0

0

、
ト
ロ
ツ
キ
イ
は
種
々
な
る
国
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
発
達
の
不
均
等
を
看
過
し
、
そ
こ
か
ら
し
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現
代
階
級
闘
争
の
文
学

て
共××産
主
義
社
会
へ
の
到
達
が
ジ
グ
ザ
グ
な
道
を
通
じ
て
成
就
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
。
す
べ
て

の
国
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
よ
る
政××権
の
獲
得
は
同
時
に
一
様
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
或
る
国
で

は
既
に
政××権
を
獲
得
し
て
い
る
が
、
他
の
国
で
は
そ
う
で
は
な
い
、
等
々
の
こ
と
が
あ
る
。
然
る
に
彼
は
す
べ
て

の
国
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
同
時
に
共××産
主
義
へ
進
ん
で
ゆ
く
も
の
の
よ
う
に
考
え
る
。
そ
の
た
め
に

彼
は
、
更
に
ま
た

0

0

0

0

、
そ
の
理
論
構
成
に
お
い
て
社
会
の
発
展
の
テ
ン
ポ
を
誇
張
し
た
。
即
ち
彼
は
自
己
の
構
成
の

中
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
政××権
の
死
滅
の
速
度
を
誇
張
し
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
否
定
論
の
誤
謬

は
か
か
る
間
違
っ
た
前
提
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
の
形
成
と
蓄
積
と
が
、
そ

れ
の
全
人
類
的
文
化
へ
の
解
消
の
過
程
よ
り
も
急
速
に
行
わ
れ
る
と
は
考
え
な
い
で
、
そ
の
解
消
が
そ
の
形
成
と

蓄
積
と
の
過
程
よ
り
も
急
速
に
行
わ
れ
て
い
る
と
信
じ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
実
際
の
歴
史
の
進
行
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
及
び
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
可
能
と
現
実
と
を

実
証
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
発
展
し
つ
つ
あ
る
諸
条
件
の
う
ち
就
中
次
の
如
き
も
の
が
注

目
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

第
一
0

0

、
ソ
ヴ
エ
ー
ト
同
盟
の
内
部
に
お
い
て
社
会
主
義
的
建
設
が
進
展
し
、
そ
こ
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
基

礎
と
す
る
社
会
主
義
的
文
化
が
建
設
さ
れ
つ
つ
あ
る
。最
近
そ
こ
で
は
社
会
主
義
経
済
の
異
常
な
る
発
達
に
伴
い
、
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大
衆
の
文
化
的
水
準
の
顕
著
な
る
向
上
を
基
礎
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
領
域
に
亙
っ
て
革
命
が
行
わ
れ
つ
つ
あ

る
。
種
々
な
る
大
衆
的
な
文
化
形
態
が
生
長
し
、
文
学
及
び
芸
術
の
新
た
な
る
発
展
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
は
単
に
ソ
ヴ
エ
ー
ト
同
盟
に
と
っ
て
の
み
意
味
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
国
際
的
な
影
響
を
も
ち
、
世
界
的

な
意
味
を
含
む
現
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
ソ
ヴ
エ
ー
ト
同
盟
外
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
文
化

的
水
準
を
絶
え
ず
高
め
つ
つ
あ
る
。
こ
の
新
し
い
事
実
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。

第
二
に

0

0

0

、
他
方
で
は
資
本
主
義
的
諸
国
に
お
い
て
最
近
頻
り
に
文
化
の
危
機
、
従
っ
て
ま
た
芸
術
の
危
機
が
叫

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
い
わ
ゆ
る
「
精
神
的
危
機
」
の
問
題
は
今
日
ひ
と
つ
の
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
と
な
っ

て
い
る
。
然
る
に
そ
の
よ
う
な
文
化
的
危
機
は
資
本
主
義
社
会
の
行
詰
り
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な

危
機
に
お
い
て
こ
そ
文
化
及
び
芸
術
が
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
最
も
よ
く
認
識
す
る
こ
と
が

可
能
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
文
化
的
危
機
は
人
々
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
の
制
限
と
欠
点
と
を
知
ら
し

め
、
彼
等
を
し
て
新
た
な
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
へ
の
道
を
と
る
こ
と
の
必
要
を
信
ぜ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ

る
。
然
る
に
こ
の
時
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
愈
々
積
極
的
に
反
動
的
な
文
化
政
策
を
と
り
、
ま
た
そ
う
す

る
よ
う
に
余
儀
な
く
な
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
反
動
文
化
政
策
の
積
極
化
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
強

化
を
語
る
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
力
が
強
く
な
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
支
配
が
動
揺



九
九

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

せ
し
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
支
配
が
安
固
で
あ
っ
た
間
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
も
進
歩

的
思
想
に
対
し
て
自
由
主
義
的
に
、
民
主
主
義
的
に
寛
大
な
態
度
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
が
出
来
た
。
然
る
に
今
や

反
動
の
波
は
高
ま
り
、
自
由
主
義
、
民
主
主
義
の
最
後
の
影
も
消
え
去
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
積
極
的
な
文
化
反
動
政
策
に
対
抗
し
て
、
自
己
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
強
化

し
確
立
す
る
要
求
に
愈
々
迫
ら
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
必
要
が
ま
た
資
本
主
義
社
会
の
う
ち
に
お
け
る
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
化
の
可
能
性
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。

第
三
に

0

0

0

、
右
の
如
き
事
情
を
通
じ
て
文
化
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
側
へ
の
転
換
の
事

実
が
生
じ
て
い
る
。
ソ
ヴ
エ
ー
ト
同
盟
に
お
け
る
新
し
い
技
術
的
、
精
神
的
文
化
の
発
展
と
並
ん
で
、
資
本
主
義

諸
国
に
お
け
る
文
化
的
、
精
神
的
危
機
が
見
出
さ
れ
る
。
科
学
は
精
神
的
反
動
に
よ
っ
て
そ
の
科
学
性
を
失
い
、

芸
術
は
資
本
の
支
配
と
商
品
化
と
に
よ
っ
て
そ
の
芸
術
性
を
失
い
、技
術
は
そ
の
適
用
の
場
所
を
失
い
つ
つ
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
は
失
業
、
生
活
の
悪
化
等
に
よ
っ
て
絶
え
ず
嚇
か
さ
れ
て
い
る
。
凡
て
こ
れ
ら

の
こ
と
は
そ
の
物
質
的
生
活
の
不
安
、
そ
の
科
学
的
、
芸
術
的
、
技
術
的
破
産
か
ら
自
己
を
守
ろ
う
と
す
る
イ
ン

テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
間
に
大
な
る
動
揺
を
喚
び
起
し
、
そ
の
進
歩
的
な
、
優
秀
な
部
分
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
近

づ
け
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
ま
た
ソ
ヴ
エ
ー
ト
文
化
の
紹
介
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
と
の
闘
争
に
よ
っ
て
、
資



一
〇
〇

本
主
義
諸
国
内
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
の
生
長
、
建
設
を
助
長
し
つ
つ
あ
る
。

か
く
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
及
び
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
形
成
は
必
要
で
も
あ
り
、
可
能
で
も
あ
り
、
ま
た
現

実
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。と
こ
ろ
で
こ
の
場
合
特
に
次
の
二
つ
の
事
柄
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

一0

、
新
し
い
文
化
の
建
設
さ
れ
る
た
め
に
は
、
先
ず
労
働
者
の
生
活
意
識
の
変
化
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は

云
う
ま
で
も
な
い
。
然
る
に
こ
の
こ
と
は
階
級
闘
争
の
過
程
そ
の
も
の
を
通
じ
て
行
わ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。『
ド

イ
ッ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
、「
こ
の
共××産
主
義
的
意
識
の
大
量
的
産
出
の
た
め
に
も

ま
た
共
産
0

0

主
義
そ
れ
自
体
の
貫
徹
の
た
め
に
も
、
た
だ
実
践
的
運
動
に
お
い
て
の
み
、
革××命
に
お
い
て
の
み
起
り

得
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
大
量
的
な
変
化
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
革××命
は
、
支
配
階
級
が
他
の
如
何
な
る
仕
方

に
よ
っ
て
も
変××革
さ
れ
得
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
必
要
な
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
変××革
す
る
側
の
階
級
が
た
だ

革××命
に
お
い
て
の
み
一
切
の
古
き
汚
物
を
払
い
退
け
、
も
っ
て
社
会
の
新
た
な
る
建
設
に
必
要
な
能
力
を
賦
与
さ

れ
る
こ
と
が
出
来
る
が
故
に
必
要
な
の
で
あ
る
。」【
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
頁
付
け
23
頁
の
末
尾
か
ら
の
引
用
】
即
ち
革××命
は

単
に
政××権
獲
得
の
手
段
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
は
、
そ
れ
の
運
動
に
お
い
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
人
間
、

そ
の
感
覚
、
感
情
、
意
志
等
が
変
化
さ
せ
ら
れ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
慣
習
及
び
教
育
に
よ
っ
て
感
染
さ
れ
た
古
き
汚

物
な
る
伝
統
的
な
意
識
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
洗
い
浄
め
ら
れ
、
新
し
い
芸
術
及
び
文
化
の
基
礎
が
そ
の
間
に
形



一
〇
一

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

成
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
革××命
運
動
は
政
治
運
動
で
あ
る
と
共
に
人
間
改
造
の
作
用
を

行
う
。
そ
し
て
人
間
改
造
は
新
文
化
の
生
長
の
根
柢
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

二0

、
然
し
な
が
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
と
雖
も
忽
然
と
生
れ
て
来
る
も
の
で
は
な
い
。
反
対
に
そ
れ
は
異
常
に

困
難
な
る
任
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
ブ
ハ
ー
リ
ン
は
云
う
、「
被
搾
取
階
級
な
ら
ざ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

ー
は
、
既
に
封
建
制
度
の
胎
内
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
後
に
顛
覆
し
た
階
級
よ
り
も
文
化
的
に
高
く
あ
り
得
た
。
反

対
に
経
済
的
に
被
搾
取
階
級
た
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
資
本
主
義
の
範
囲
内
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
顛××覆
す
べ

き
支
配
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
よ
り
も
文
化
的
に
高
く
な
り
得
な
い
。」
こ
の
よ
う
な
一
般
的
事
情
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

革
命
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革××命
と
の
性
質
の
根
本
的
相
違
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
蓋
し
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
封
建
社

会
の
胎
内
に
お
い
て
少
な
く
と
も
経
済
的
に
は
支
配
的
な
階
級
で
あ
る
こ
と
が
出
来
た
に
反
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
は
資
本
主
義
社
会
の
胎
内
に
あ
る
限
り
、
政
治
的
に
は
固
よ
り
経
済
的
に
も
支
配
的
な
階
級
で
あ
る
こ
と
が

出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
時
に
は
レ
ー
ニ
ン
の
次
の
如
き
勧
告
も
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
、「
我
々

は
初
め
の
う
ち
は
真
実
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
で
十
分
で
あ
る
。
我
々
は
初
め
の
う
ち
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
前
期
的
型
の

文
化
、
即
ち
官
僚
文
化
或
は
農
奴
制
文
化
等
々
の
八
重
咲
き
な
し
に
す
ま
せ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
文
化
の
問
題
に

お
い
て
性
急
と
奔
放
と
は
何
よ
り
も
有
害
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
我
が
若
き
作
家
及
び
共××産
党
員
が
い
つ
も
よ
く



一
〇
二

頭
に
た
た
き
込
ん
で
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
。」
云
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
レ
ー
ニ
ン
が
文

化
及
び
芸
術
の
階
級
性
乃
至
党
派
性
を
否
定
し
た
と
か
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
の
可
能
性
を
否
定
し
た
と
か
な
ど

と
考
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ま
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
雖
も
そ
の
文
化
を
す
べ
て
自
分
か
ら
始

め
て
作
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
大
衆
の
う
ち
に
自
然
的
に
生
長
し
つ
つ
あ
る
初
歩
的
な

文
化
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
を
組
織
し
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
な
の
は
、
固
よ
り
で
あ
る
。
然
し
ま
た
我
々
の

意
識
的
努
力
は
過
去
の
文
化
的
遺
産
の
批
判
的
摂
取

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
類
の
ど

の
よ
う
な
文
化
も
過
去
と
の
関
聯
な
し
に
突
然
現
れ
て
来
る
も
の
で
な
く
、
も
し
も
新
し
い
文
化
が
過
去
の
一
切

の
文
化
を
単
に
否
定
し
、
破
壊
し
て
進
む
も
の
と
す
れ
ば
、
人
類
は
い
つ
も
文
化
の
初
歩
的
段
階
に
と
ど
ま
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
も
人
類
が
そ
の
歴
史
に
お
い
て
蓄
積
し
て
来
た
文
化
の
う
ち
価
値
あ
る
も

の
を
批
判
的
に
摂
取
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
の
み
建
設
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
特
に
こ

の
点
を
力
説
し
て
云
っ
て
い
る
。「
人
類
社
会
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
す
べ
て
の
も
の
を
マ
ル
ク
ス
は
批
判
的

に
作
り
上
げ
、
一
つ
の
点
も
注
意
す
る
こ
と
な
し
に
は
残
さ
な
か
っ
た
。
人
類
の
思
想
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
す
べ

て
の
も
の
を
彼
は
加
工
し
、
批
判
に
か
け
、
労
働
者
運
動
の
上
に
お
い
て
確
か
め
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
枠
に
よ
っ

て
制
限
さ
れ
或
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
偏
見
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
人
々
が
な
し
得
な
か
っ
た
結
論
を
作
り
上
げ



一
〇
三

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

た
。
こ
の
こ
と
を
我
々
は
例
え
ば
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
頭
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
人
類
の
全
発
展
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
文
化
の
正
確
な
知
識
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
加
工
に
よ
っ
て
の

み
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
を
建
設
す
る
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
理
解
な
く
し
て
―
―
こ
の
理
解
な
く
し
て
、
我
々
は

こ
の
課
題
を
解
決
し
得
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
は
何
処
か
ら
と
も
な
く
飛
び
出
し
て
来
る
も
の
で
な
く
、
ま

た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
の
専
門
家
と
自
称
し
て
い
る
人
々
の
頭
の
中
で
作
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
は
す
べ
て
全
く
の
愚
論
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
は
人
類
が
資
本
主
義
社
会
、
地
主
社
会
、
官

僚
社
会
の
圧
迫
の
も
と
に
作
り
上
げ
た
と
こ
ろ
の
知
識
の
蓄
積
の
合
法
的
発
展
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
化
は
過
去
の
文
化
の
、
特
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
の
遺
産
の
批
判
的
摂
取
に
よ
っ
て
の
み
発
展
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
文
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
芸
術
に
つ
い
て
も
も
ち
ろ
ん
完
全
に
云
わ
れ
得
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
は
単
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
に
対
立
し
、
や
が
て
こ

れ
に
代
る
文
化
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
よ
り
も
一
層
高
度
の
文
化
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。

歴
史
の
弁
証
法
的
発
展
の
道
が
こ
の
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
の
機

械
的
な
否
定
に
よ
っ
て
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
の
弁
証
法
的
な
止
揚
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
の
否
定

と
同
時
に
肯
定
に
よ
っ
て
成
立
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
今
日
高
ま
り
来
た
れ
る
反
動
的
な
文
化
政
策
は
ブ
ル
ジ
ョ



一
〇
四

ワ
ジ
ー
を
ば
自
己
自
身
の
生
産
し
た
る
優
秀
な
文
化
財
を
自
己
に
と
っ
て
み
ず
か
ら
放
棄
す
る
と
い
う
結
果
に
導

き
つ
つ
あ
る
。
こ
の
と
き
こ
の
文
化
財
の
相
続
者
と
な
る
も
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義

は
文
化
の
伝
統
の
絶
対
的
な
破
壊
を
説
く
も
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
お
け
る
天
才
的
な
も
の

は
、
彼
が
社
会
革
命
を
も
っ
て
文
化
の
伝
統
の
た
め
の
必
要
な
る
条
件
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
な
く
し
て
は
こ
の
伝

統
は
必
然
的
に
失
わ
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
教
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
云
わ
れ
得
よ
う
。
人
類
は

既
に
到
達
さ
れ
た
生
産
力
及
び
文
化
の
水
準
を
放
棄
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
然
し
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
彼
等

が
そ
の
う
ち
に
お
い
て
こ
の
水
準
に
到
達
し
た
と
こ
ろ
の
社
会
的
関
係
の
諸
形
態
を
放
棄
し
な
い
と
い
う
こ
と
で

な
く
、
ま
さ
に
そ
の
反
対
で
あ
る
。
既
に
到
達
さ
れ
た
文
化
の
水
準
を
損
失
し
な
い
た
め
に
こ
そ
、
人
類
は
歴
史

的
発
展
の
一
定
の
時
代
に
お
い
て
社
会
的
関
係
の
一
切
の
形
態
を
決
定
的
に
変
化
す
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三　
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
発
端

一
九
二
〇
年
（
大
正
九
年
）
は
日
本
社
会
経
済
史
に
と
っ
て
注
目
す
べ
き
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
年
の
四
月
、
世

界
大
戦
以
来
未
曽
有
の
好
景
気
を
恵
ま
れ
て
来
た
我
が
国
資
本
主
義
は
、果
然
大
恐
慌
の
襲
う
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。



一
〇
五

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

我
が
国
最
初
の
大
衆
的
メ
ー
デ
ー
が
行
わ
れ
た
の
も
こ
の
年
で
あ
り
、
ま
た
我
が
国
社
会
主
義
運
動
史
上
記
憶
さ

る
べ
き
「
日
本
社
会
主
義
同
盟
」
が
成
立
し
た
の
も
こ
の
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
一
四
年
か
ら
一
八
年
へ
か

け
て
の
世
界
大
戦
を
契
機
と
す
る
日
本
資
本
主
義
の
異
常
な
る
発
達
は
、
然
し
同
時
に
他
方
に
お
い
て
日
本
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
急
激
な
る
生
長
を
意
味
し
た
。
そ
し
て
戦
後
世
界
的
に
高
ま
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革
命

的
運
動
の
波
の
中
に
お
い
て
、
日
本
に
あ
っ
て
も
、
一
九
一
八
年
八
月
の
米
騒
動
を
初
め
と
し
て
、
一
九
年
八
月

に
は
東
京
市
の
各
新
聞
社
印
刷
職
工
の
総
罷
業
、
同
年
九
月
に
は
神
戸
川
崎
造
船
所
の
怠
業
、
二
〇
年
二
月
に
は

軍
隊
の
出
動
を
見
た
八
幡
製
鉄
所
の
総
罷
業
、
同
年
四
月
に
は
東
京
市
電
の
総
罷
業
、
等
の
如
く
、
各
地
に
大
衆

行
動
が
行
わ
れ
た
。
か
よ
う
な
情
勢
に
お
い
て
一
九
二
〇
年
十
二
月
、
荒
畑
勝
三
（
寒
村
）、
麻
生
久
、
赤
松
克

麿
、
加
藤
勘
十
、
大
杉
栄
、
堺
利
彦
、
島
中
雄
三
、
高
畠
素
之
、
山
川
均
、
山
崎
今
朝
弥
、
そ
の
他
の
人
々
の
発

起
に
よ
っ
て
日
本
社
会
主
義
同
盟
が
結
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
同
盟
の
成
立
は
一
群
の
文
学
者
に
も
強
い
影
響
を

与
え
、
江
口
渙
、
秋
田
雨
雀
、
藤
森
成
吉
、
小
牧
近
江
、
佐
々
木
孝
丸
、
前
田
河
広
一
郎
、
平
林
初
之
輔
、
小
川

未
明
、
加
藤
一
夫
、
等
、
こ
の
同
盟
に
参
加
し
た
人
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
前
後
し
て
、
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
生
長
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
一
九
一
七

年
か
ら
二
〇
年
へ
か
け
て
い
わ
ゆ
る
「
民
衆
芸
術
」
の
名
の
も
と
に
起
っ
た
運
動
は
既
に
自
然
生
長
的
な
プ
ロ
レ



一
〇
六

タ
リ
ア
文
学
の
要
素
を
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
思
想
的
に
は
な
お
渾
沌
と
し
て
お
り
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト

も
あ
れ
ば
マ
ル
キ
シ
ス
ト
も
あ
り
、
人
道
主
義
者
も
あ
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
既
成
文
壇
か
ら
の

転
向
者
も
あ
れ
ば
、然
し
ま
た
進
歩
的
な
労
働
者
出
身
の
文
士
も
あ
る
と
い
う
風
で
あ
っ
た
。や
が
て
次
第
に
、「
労

働
者
文
学
」、「
社
会
主
義
文
芸
」
と
い
う
こ
と
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
労
働
者
出
身
の
作
家
に
は
宮
地

嘉
六
、
宮
島
資
夫
、
新
井
紀
一
、
内
藤
辰
雄
、
細
井
和
喜
蔵
、
そ
の
他
が
あ
る
。
宮
島
資
夫
の
『
坑
夫
』、
宮
地

嘉
六
の
『
放
浪
者
富
蔵
』、
内
藤
辰
雄
の
『
馬
を
洗
う
』
等
が
現
れ
た
の
は
一
九
一
八
・
九
年
の
事
で
あ
り
、
前
田

河
広
一
郎
の
『
三
等
船
客
』、
新
井
紀
一
の
『
怒
れ
る
高
村
軍
曹
』、
そ
し
て
秋
田
雨
雀
の
『
国
境
の
夜
』
な
ど
が

発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
二
〇
・
二
一
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
九
二
〇
年
に
は
川
崎
造
船
所
の
労
働
者
に
よ

っ
て
「
日
本
労
働
劇
団
」
が
組
織
さ
れ
、
翌
二
一
年
に
は
当
時
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
系
の
「
純
労
働
組
合
」
に
属
し
て

い
た
平
沢
計
七
に
よ
っ
て
「
労
働
劇
団
」
が
作
ら
れ
た
。
然
し
な
が
ら
全
体
的
に
見
て
、
こ
の
時
期
の
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
は
な
お
自
然
生
長
的
な
段
階
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
や
や
纏
っ
た
形
態
を
と
っ
て
現
れ
た
の
は
、
一
九
二
一
年
（
大
正

十
年
）
に
結
成
さ
れ
た
『
種
蒔
く
人
』
の
グ
ル
ー
プ
の
運
動
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
運
動
の
歴
史
的

意
義
は
、
先
ず
、
自
然
発
生
的
に
、
個
々
に
分
散
し
て
出
現
し
て
来
た
当
時
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
文
学
現
象



一
〇
七

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

に
、
一
応
の
理
論
的
基
礎
を
与
え
、
そ
れ
を
と
も
か
く
も
階
級
的
見
地
に
立
つ
一
個
の
運
動
の
方
向
に
導
き
、
組

織
し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
と
関
聯
し
て
『
種
蒔
く
人
』
の
歴
史
的
功
績
は
、
次
に
、
種
々
な
る
弾
圧
に

も
拘
ら
ず
、
飽
く
ま
で
そ
の
運
動
を
継
続
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
成
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
学
に
対
し
て
脅
威

を
与
え
つ
つ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
独
自
の
存
在
権
を
ひ
と
ま
ず
樹
立
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
出
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
雑
誌
『
種
蒔
く
人
』
の
創
刊
は
そ
の
年
の
十
月
で
あ
っ
た
。
そ
の
同
人
は
、
小
牧
近
江
、
金
子

洋
文
、
今
野
賢
三
、
佐
々
木
孝
丸
、
村
松
正
俊
、
柳
瀬
正
夢
、
等
、
そ
の
時
分
の
進
歩
的
青
年
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ

ャ
で
あ
っ
た
。
な
か
に
も
小
牧
近
江
は
フ
ラ
ン
ス
滞
在
中
、
世
界
的
名
声
を
有
す
る
作
家
ア
ン
リ
・
バ
ル
ビ
ュ
ス

の
「
ク
ラ
ル
テ
」
の
運
動
に
影
響
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
雑
誌
の
発
刊
に
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
っ
た
。「
ク
ラ

ル
テ
」
の
運
動
は
一
般
的
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
の
、
部
分
的
に
は
ソ
ヴ
エ
ー
ト
同
盟
の
道
徳
的
支
持
を
な
す

こ
と
及
び
西
欧
の
進
歩
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
を
国
際
的
に
組
織
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
云
え
る
で
あ

ろ
う
が
、『
種
蒔
く
人
』
も
当
初
は
そ
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
日
本
に
お
け
る
宣
伝
を
任
務
と
し

た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
執
筆
家
と
し
て
秋
田
雨
雀
、
有
島
武
郎
、
馬
場
孤
蝶
、
バ
ル
ビ
ュ
ス
、
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
、

江
口
渙
、
藤
井
真
澄
、
藤
森
成
吉
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
、
長
谷
川
如
是
閑
、
平
林
初
之
輔
、
石
川
三
四
郎
、

神
近
市
子
、
宮
島
資
夫
、
小
川
未
明
、
山
川
菊
栄
、
吉
江
喬
松
、
等
の
名
が
挙
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
知
ら
れ



一
〇
八

る
如
く
、『
種
蒔
く
人
』
は
、
進
歩
的
な
、
然
し
種
々
な
る
傾
向
に
属
す
る
思
想
家
、
文
芸
家
を
そ
の
周
囲
に
引

き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な
り
広
汎
な
意
味
で
の
反
資
本
主
義
的
思
想
及
び
文
芸
の
共
同
戦
線
の
機
関
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、そ
の
初
め
の
企
図
と
し
た
。
然
し
そ
れ
が
次
第
に
、こ
の
時
期
の
、い
わ
ゆ
る「
労
働
者
文
学
」、

「
社
会
主
義
文
芸
」
の
著
し
い
勃
興
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
任
務
を
特
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動

0

0

0

0

の
た
め
の
中
心
機
関
と
な
る
こ
と
に
見
出
し
て
行
っ
た
の
は
、
こ
の
雑
誌
の
同
人
の
種
類
か
ら
見
て
自
然
な
こ
と

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
種
蒔
く
人
』
は
そ
の
後
、
同
人
に
平
林
初
之
輔
、
青
野
季
吉
、
前
田
河
広
一
郎
、
中
西

伊
之
助
、
佐
野
袈
裟
美
、
武
藤
直
治
、
山
田
清
三
郎
等
の
社
会
主
義
的
な
作
家
及
び
批
評
家
を
加
え
て
行
き
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
日
本
に
お
け
る
最
初
の
、
そ
し
て
唯
一
の
指
導
的
、
組
織
的
機
関
た
る
の
意
味
を
有
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

『
種
蒔
く
人
』
に
お
け
る
殆
ど
唯
一
の
理
論
家
と
し
て
記
憶
さ
る
べ
き
は
平
林
初
之
輔
で
あ
る
。
実
際
、
我
が

国
初
期
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
は
、
理
論
的
に
は
主
と
し
て
彼
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
た
と
云
っ
て
も
よ
い
。
そ

の
頃
の
平
林
の
論
調
を
回
顧
し
よ
う
。
平
林
は
何
よ
り
も
芸
術
の
歴
史
性

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
階
級
性

0

0

0

0

0

を
論
じ
た
。
曰
く
、「
明

治
文
学
、
革
命
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
学
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
あ
っ
た
坪
内
逍
遥
の
『
小
説
神
髄
』
に
は
文
学
が
勧
善

懲
悪
か
ら
独
立
す
べ
き
こ
と
が
強
調
し
て
あ
る
。
こ
の
場
合
勧
善
懲
悪
は
絶
対
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
は



一
〇
九

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

な
い
、
善
は
封
建
制
度
の
善
で
あ
り
、
悪
は
封
建
制
度
の
悪
で
あ
る
。
そ
こ
で
封
建
制
度
が
亡
び
て
し
ま
え
ば
こ

の
種
の
勒
善
懲
悪
は
も
う
意
味
を
な
さ
ぬ
。『
小
説
神
髄
』
は
文
学
に
お
け
る
封
建
制
度
の
残
滓
に
死
刑
の
宣
告

を
与
え
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
自
由
主
義
を
こ
れ
に
代
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。」「
如
何
に
芸
術
の
永
遠
を
信
ず
る
も
の
も

徳
川
時
代
の
文
学
と
明
治
時
代
の
文
学
と
に
変
化
が
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
勇
気
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
此
の
変
化

は
何
に
よ
っ
て
生
じ
た
か
？
唯
物
史
観
は
そ
れ
は
物
質
的
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
社

会
の
生
産
関
係
の
変
化
に
基
づ
く
も
の
だ
と
解
釈
す
る
。」
―
―
「
第
四
階
級
の
芸
術
は
」、
と
彼
は
ま
た
他
の
箇

所
で
云
っ
て
い
る
、「
今
日
の
社
会
か
ら
必
然
に
決
定
さ
れ
る
。
今
日
の
支
配
階
級
が
被
支
配
階
級
を
も
っ
て
い

る
と
い
う
事
実
か
ら
必
然
に
被
支
配
階
級
、
反
抗
階
級
の
思
想
的
武
器
と
し
て
生
れ
る
の
だ
」「
階
級
の
対
立
と

い
う
事
実
が
必
然
に
文
学
の
対
立
を
来
す
の
で
あ
る
。」
更
に
平
林
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
プ
ロ
レ
タ
リ

0

0

0

0

0

ア
運
動
の
一
翼

0

0

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
説
い
た
。「
明
治
以
来
の
文
芸
運
動
は
流
派
（
ス
ク
ー
ル
）
と
流
派
と
の

間
の
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
単
に
個
々
人
の
性
質
、
趣
味
に
よ
っ
て
相
集
る
群
（
グ
ル
ー
プ
）
と
群
と
の
争
で

あ
っ
た
」、
然
る
に
「
最
近
に
起
ら
ん
と
し
て
い
る
階
級
芸
術
の
運
動
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
本
質
に
於
て
は
階

級
闘
争
の
一
現
象
、
階
級
闘
争
の
局
部
戦
、
階
級
戦
線
の
一
部
面
に
於
け
る
争
闘
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て

こ
れ
は
単
な
る
文
学
運
動
、
紙
上
の
運
動
と
し
て
解
決
の
見
込
み
が
な
い
。」
と
書
い
た
。
か
よ
う
な
理
論
は
も



一
一
〇

ち
ろ
ん
今
日
に
お
い
て
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
芸
術
家
に
と
っ
て
イ
ロ
ハ
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
当

時
に
お
い
て
は
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
貴
重
な
指
導
理
論
と
し
て
役
立
っ
た
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
運
動
の
実
際
は
如
何
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。『
種
蒔
く
人
』
に
お
い
て
運
動
と
し
て
現
れ
た

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
進
歩
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
、
読
書
階
級
の
歓
迎
支
持
を
受
け
て
既
成
文
壇
の
中
に
一

勢
力
を
築
き
、
一
般
の
商
業
雑
誌
、
出
版
市
場
に
お
い
て
そ
の
華
や
か
な
存
在
権
を
獲
得
し
た
。
例
え
ば
前
田
河

広
一
郎
の
『
三
等
船
客
』
や
『
マ
ド
ロ
ス
の
群
』、
中
西
伊
之
助
の
『
赭あ
か
つ
ち土

に
芽
ぐ
む
も
の
』
な
ど
は
最
も
注
目

さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
か
よ
う
に
華
々
し
く
進
出
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
は
、
無
産
階
級
運

動
の
一
翼
と
し
て
は
た
ら
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
称
し
な
が
ら
も
、
そ
の
実
際
に
お
い
て
は
、
他
の
階
級
と
殆
ど
有
機

的
な
聯
関
を
有
せ
ず
、
文
学
運
動
そ
れ
自
体
と
し
て
進
行
す
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
蓋
し
短
時
間
に
お
け
る

出
版
市
場
及
び
知
識
的
な
読
書
階
級
の
中
へ
の
目
覚
ま
し
い
進
出
が
、
却
っ
て
、
い
つ
の
ま
に
か
単
に
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
文
学
と
の
い
わ
ゆ
る
文
壇
に
お
け
る
競
争
に
引
摺
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
し
て

そ
の
本
来
の
目
標
で
あ
る
べ
き
労
働
者
農
民
と
の
接
近
結
合
を
怠
ら
せ
る
と
い
う
結
果
を
招
い
た
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
更
に
そ
の
作
品
に
つ
い
て
見
る
も
、
殆
ど
凡
て
が
、『
種
蒔
く
人
』
の
運
動
以
前
に
現
れ
て
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い
た
自
然
生
長
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
、
即
ち
当
時
の
い
わ
ゆ
る
「
労
働
者
文
学
」「
社
会
主
義
文
芸
」
に
比

し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
多
く
の
発
展
を
示
し
て
い
な
い
。
作
品
の
大
部
分
は
労
働
者
の
生
活
に
つ
い
て
書

か
れ
て
あ
っ
た
に
し
て
も
、
悲
惨
を
単
な
る
悲
惨
と
し
て
訴
え
る
以
上
多
く
を
出
で
ず
、
た
だ
漠
然
と
資
本
主
義

社
会
に
対
す
る
原
始
的
な
反
逆
精
神
、
反
抗
意
識
を
現
す
の
み
で
明
確
な
階
級
的
見
地
を
欠
き
、
ま
た
思
想
を
も

っ
た
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
出
身
の
作
家
の
場
合
に
も
、
そ
の
作
品
は
あ
ま
り
に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
的
で
、
積
極

的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
階
級
的
見
方
に
乏
し
か
っ
た
。

さ
て
一
九
二
三
年
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
を
機
会
と
し
て
、
日
本
に
は
露
骨
な
反
動
政
策
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
戦
線
は
全
線
に
亙
っ
て
弾
圧
さ
れ
た
が
、
文
学
運
動
の
分
野
の
中
心
的
勢
力
を

な
し
て
い
た
『
種
蒔
く
人
』
も
廃
刊
さ
れ
る
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。
そ
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
支
持
者
、

同
情
者
と
な
っ
て
来
た
雑
誌
『
解
放
』、『
新
興
文
学
』、『
文
学
世
界
』
な
ど
も
共
に
倒
れ
た
。
か
よ
う
に
し
て
進

出
を
始
め
た
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
こ
こ
に
一
頓
挫
を
来
た
さ
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
と
な
っ
た
。
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
の
勃
興
を
も
っ
て
一
時
の
流
行
的
現
象
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
云
っ
た
人
々
は
自
己
の
先
見
の
明
を
誇
っ

て
よ
い
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
然
し
な
が
ら
社
会
の
現
実
の
情
勢
は
も
は
や
十
分
に
発
展
し
て
い
た
。
大
震
災
の

翌
年
、
即
ち
一
九
二
四
年
六
月
に
は
も
と
の
『
種
蒔
く
人
』
の
同
人
た
ち
に
よ
っ
て
新
た
に
雑
誌
『
文
芸
戦
線
』



一
一
二

が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
を
盛
り
返
す
べ
き
任
務
を
負
う
て
発
刊
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ

の
『
文
芸
戦
線
』
は
最
初
、
全
体
的
に
云
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
再
建
を
期
す
る
た
め
に
は
、
あ
ま

り
に
低
調
、
あ
ま
り
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
の
一
般
的
な
反
動
の
空
気
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
も
見

ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
反
動
期
に
は
な
る
べ
く
穏
か
に
、
と
い
う
編
輯
方
針
を
と
っ
た
こ
の
雑
誌
は
、
と
は
い
え
、

八
ヶ
月
続
い
て
や
が
て
一
時
休
刊
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
然
し
同
人
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
そ
れ
は
、

そ
の
後
五
ヶ
月
目
の
一
九
二
五
年
六
月
に
は
復
活
再
刊
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
一
次
の
『
文
芸
戦
線
』
が
、

震
災
を
機
と
し
て
そ
の
市
場
を
失
っ
た
一
群
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
家
た
ち
の
市
場
開
拓
の
た
め
の
同
人
雑
誌
の

感
あ
る
を
免
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
復
活
後
の
『
文
芸
戦
線
』
は
、
広
く
誌
面
を
開
放
し
て
あ
ら
ゆ
る
方
面
の

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
作
家
及
び
批
評
家
の
寄
稿
を
求
め
、
こ
の
こ
と
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
家
の
よ
り
広
汎
な
大

同
団
結
へ
の
道
を
開
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
種
蒔
く
人
』
の
誕
生
以
来
、
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
一
応
そ
の
理
論
的
基
礎
を
示
さ
れ
は
し
た
が
、

そ
の
創
作
活
動
に
お
い
て
は
た
い
て
い
依
然
と
し
て
自
然
生
長
的
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
、
前
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
こ
と
は
、
一
面
か
ら
見
れ
ば
、
理
論
そ
の
も
の
が
な
お
抽
象
的
、
形
式
的
、
一

般
的
で
あ
っ
た
が
た
め
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ー
ツ
ァ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
芸
術
学
の
成
立
の
過

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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程0

を
次
の
よ
う
な
二
つ
の
段
階
に
区
分
し
て
い
る
。
芸
術
の
唯
物
論
的
解
釈
を
前
面
に
押
し
出
し
芸
術
学
の
最
も

一
般
的
な
真
理
を
証
明
す
る
こ
と
を
主
と
し
て
、
芸
術
的
過
程
に
お
け
る
弁
証
法
の
諸
問
題
に
あ
ま
り
注
意
を
向

け
な
か
っ
た
時
期
―
―
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
よ
り
フ
リ
ー
チ
ェ
に
至
る
時
期
―
―
芸
術
学
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の

た
め
の
闘
争
の
第
一
期

0

0

0

。
芸
術
に
関
す
る
科
学
そ
の
も
の
の
発
展
と
現
実
に
お
け
る
芸
術
的
実
践
の
役
割
の
変
化

に
関
聯
し
て
、
芸
術
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
法
論
を
芸
術
の
俗
学
的
解
釈
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ

ン
的
方
法
の
線
に
沿
う
て
の
批
判
を
通
じ
て
深
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
現
在
―
―
第
二
期

0

0

0

。
即
ち
マ
ー
ツ

ァ
の
云
う
と
こ
ろ
で
は
、
現
在
の
芸
術
学
は
初
歩
的
な
社
会
学
的
の
段
階
（
芸
術
へ
の
史
的
唯
物
論
の
適
用
）
か

ら
弁
証
法
的
唯
物
論
の
上
に
立
っ
て
の
芸
術
過
程
の
諸
問
題
と
諸
原
則
と
の
も
っ
と
具
体
的
な
研
究
へ
の
道
を
進

ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
道
に
お
け
る
闘
争
は
既
に
芸
術
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
科
学
建
設
の
一
定
の
段

階
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
こ
の
科
学
の
積
極
的
成
果
の
一
定
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
も
こ
の
道
に
は
理
論
的
活
動
に
お
い
て
も
極
め
て
多
く
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
、
日
本
に
あ
っ
て
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
理
論
的
方
面
に
お
け
る
活
動
は
、
そ
の
初
歩
的
な
社
会
学

的
な
段
階
、
言
い
換
え
れ
ば
、
唯
物
史
観
の
芸
術
へ
の
一
般
的
適
用
と
い
う
こ
と
か
ら
、
次
第
に
芸
術
過
程
そ
の

も
の
の
唯
物
弁
証
法
に
よ
る
具
体
的
究
明
と
い
う
こ
と
に
進
ん
で
行
っ
た
。
然
し
こ
の
こ
と
は
徐
々
に
、
且
つ
甚
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だ
紆
余
曲
折
し
た
道
を
辿
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
『
文
芸
戦
線
』
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
理
論
的
活
動
を
な
し
た
の
は
青
野
季
吉
で
あ
ろ
う
。
彼
は

先
ず
そ
の
『
調
べ
た
芸
術
』
の
理
論
に
お
い
て
、
い
ま
だ
抽
象
的
、
形
式
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
に
し

て
も
、
と
に
か
く
作
品
の
制
作
上
の
ひ
と
つ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
青
野
は
そ
の
論
文
の
中
で
書
い
て
い
る
。

「
な
ん
と
言
っ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
小
説
は
、
作
者
の
生
活
の
う
ち
に
意
識
的
乃
至
は
、
そ
の
大
部
分

無
意
識
に
得
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
印
象
の
つ
づ
り
合
わ
せ
で
あ
る
。」「
そ
こ
で
私
は
そ
う
い
う
風
に
、
印
象
を
つ

づ
り
合
わ
せ
た
よ
う
な
観
方
、
そ
れ
か
ら
来
る
思
想
で
満
足
し
な
い
で
、
現
実
を
意
力
的
に
、
尋
求
的
に
『
調
べ

て
』
行
く
行
き
方
、
そ
れ
か
ら
来
た
思
想
な
り
が
い
ま
の
文
芸
を
救
う
一
つ
の
大
き
な
道
で
は
な
い
か
と
思
う
。」

「
少
し
云
い
方
は
を
か
し
い
が
、
こ
れ
を
一
言
で
い
う
と
『
調
べ
た
』
芸
術
が
欲
し
い
の
で
あ
る
。『
調
べ
る
』
と

い
う
中
に
は
、い
ろ
ん
な
行
き
方
が
あ
る
。
科
学
的
な
調
査
と
い
う
方
法
も
、も
ち
ろ
ん
、そ
の
中
に
含
ま
れ
る
。」

ま
た
青
野
は
『
文
芸
批
判
の
一
発
展
型
』
と
い
う
論
文
の
中
で
、
従
来
支
配
的
で
あ
っ
た
内
在
批
評
に
対
し
て
い

わ
ゆ
る
外
在
批
評
の
優
越
を
述
べ
た
。
彼
が
外
在
批
評
と
云
っ
た
の
は
、「
与
え
ら
れ
た
芸
術
作
品
を
、
一
個
の

社
会
現
象
と
し
て
、
与
え
ら
れ
た
芸
術
家
を
一
個
の
社
会
的
存
在
と
し
て
、
そ
の
現
象
、
そ
の
存
在
の
社
会
的
意

義
を
決
定
す
る
批
評
」
の
こ
と
で
あ
る
。
更
に
青
野
は
そ
の
時
分
『
自
然
生
長
と
目
的
意
識
』
の
問
題
を
論
じ
て
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云
う
。「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
は
自
然
に
生
長
す
る
。
そ
れ
が
自
然
に
生
長
す
る
と
共
に
、
表
現
欲
も
自
然
に
生

長
す
る
。
そ
れ
の
具
体
的
の
現
れ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
立
場
に
立
っ
た
イ
ン
テ
リ

ゲ
ン
チ
ャ
が
出
る
。
詩
を
つ
く
る
労
働
者
が
出
る
。
戯
曲
が
工
場
の
な
か
か
ら
生
産
さ
れ
る
。
小
説
が
農
民
の
手

で
か
か
れ
る
。い
ず
れ
も
自
然
に
生
長
し
て
来
る
。目
的
意
識
と
は
何
で
あ
る
か
。プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
生
活
を
描
き
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
表
現
を
も
と
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
個
人
的
な
満
足
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級

的
な
行
為
で
は
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
闘
争
目
的
を
自
覚
し
て
始
め
て
、
そ
れ
は
階
級
の
た
め
の
芸
術
と

な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
始
め
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
起
る
の
で
あ
り
起
っ
た
の
で
あ
る
。
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
は
、
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
自
然
発
生
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
文
学
に
対
し
て
、
目
的
意
識

を
植
え
つ
け
る
運
動
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
全
階
級
的
運
動
へ
参
加
す
る
運
動
で
あ

る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
は
、
確
か
に
自
然
生
長
を
促
す
と
い
う
、
一
つ
の
職
能
が
あ
る
。
が
こ
の
職
能

は
、
目
的
意
識
へ
の
引
上
げ
と
い
う
職
能
か
ら
見
る
と
、
寧
ろ
第
二
義
的
の
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
つ
ね
に
第
一

義
の
職
能
を
見
つ
め
て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。」こ
の
青
野
季
吉
の
目
的
意
識
論

0

0

0

0

0

は
一
九
二
六
年
九
月『
文
芸
戦
線
』

に
現
れ
、
我
が
国
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
大
な
る
刺
戟
を
与
え
、
そ
の
転
換
の
劃
期
的
に
重
要
な

契
機
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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『
文
芸
戦
線
』
の
発
行
さ
れ
た
頃
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
壇
に
お
い
て
現
れ
、
そ
の
籠
児
と
な
っ
た
の
は
、
い
わ
ゆ

る
新
感
覚
派

0

0

0

0

の
文
学
で
あ
る
。
こ
の
運
動
の
中
心
的
機
関
は
一
九
二
四
年
十
月
に
創
刊
さ
れ
た
『
文
芸
時
代
』
で

あ
り
、
石
浜
金
作
、
川
端
康
成
、
片
岡
鉄
兵
、
横
光
利
一
、
中
河
与
一
、
今
東
光
、
酒
井
真
人
、
佐
々
木
味
津
三
、

岸
田
国
士
、
十
一
谷
義
三
郎
、
菅
忠
雄
、
諏
訪
三
郎
、
等
々
、
当
時
の
新
進
作
家
の
主
な
る
人
々
を
殆
ど
網
羅
し

て
い
た
。
新
感
覚
派
は
い
わ
ゆ
る
新
時
代
の
尖
端
的
な
文
学
を
も
っ
て
任
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
の
側
か
ら
し
て
は
、
新
感
覚
派
の
文
学
は
要
す
る
に
末
期
的
な
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
芸
術
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い

う
批
評
が
下
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
林
房
雄
は
そ
の
批
評
の
た
め
に
ボ
グ
ダ
ー
ノ
フ
の
次
の
よ
う
な
理
論
を
持
ち
出

し
た
。「
芸
術
に
お
い
て
は
、
最
も
新
ら
し
き
も
の
必
ず
し
も
、
最
も
完
全
な
る
も
の
と
は
云
え
な
い
。
或
る
階

級
が
歴
史
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
進
歩
的
役
割
を
完
了
し
て
、
頽
廃
の
方
向
に
向
い
始
め
る
と
、
そ
の
階
級
の

芸
術
の
内
容
は
不
可
避
的
に
頽
廃
的
と
な
り
、
形
式
も
こ
れ
に
伴
う
。
階
級
の
頽
廃
は
、
そ
の
階
級
が
寄
生
的
と

な
っ
た
際
に
起
る
。
寄
生
は
飽
満
を
生
み
、
生
活
感
覚
は
ダ
ル
に
な
る
。
生
活
は
空
虚
と
な
る
、
そ
の
合
理
性
即

ち
社
会
的
意
義
を
失
う
。
こ
の
空
虚
を
満
す
た
め
に
、
死
に
行
く
階
級
の
成
員
は
新
し
き
享
楽
と
珍
奇
な
情
感
を

も
と
め
る
。
芸
術
は
こ
れ
ら
の
欲
求
を
組
織
す
る
。
即
ち
一
方
に
お
い
て
は
、
涸
れ
ゆ
く
情
欲
を
刺
戟
し
つ
つ
極

度
の
デ
カ
ダ
ン
的
な
腐
敗
に
陥
り
、
一
方
に
お
い
て
は
、
美
的
感
覚
を
洗
煉
し
て
そ
の
形
式
を
複
雑
化
し
、
雑
多



一
一
七

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

な
小
細
工
を
以
て
こ
れ
を
粉
飾
す
る
。
す
べ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
歴
史
の
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
―
―
東
洋

的
古
代
的
封
建
的
文
化
の
頽
廃
期
に
お
い
て
、
一
度
な
ら
ず
現
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
一
の
現
象
が
、
最
近
の
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
的
文
化
の
頽
廃
期
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
芸
術
に
お
け
る
新
し
き
潮
流
の
大
部
分
は
、
こ
の
末
期
的

頽
廃
の
中
か
ら
咲
き
出
で
た
毒
の
花
で
あ
る
。
新
興
階
級
の
芸
術
上
の
技
巧
は
、
か
か
る
頽
廃
せ
る
芸
術
か
ら
学

ん
で
は
な
ら
な
い
。
我
々
が
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
各
階
級
の
勃
興
期
及
び
最
盛
期
に
出
た
偉
大
な

る
芸
術
家
―
―
革
命
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ス
ト
及
び
各
時
代
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
あ
る
。『
最
も
新
し
い
も
の
』
か
ら

若
し
学
ぶ
べ
き
真
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
そ
の
形
式
の
巧
妙
さ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
際
に
も
呉
々
も
注
意
す

べ
き
は
、
そ
の
形
式
の
中
に
ひ
そ
む
頽
廃
の
触
手
に
毒
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
新
し
き
内
容
は
必
然
に
新

し
き
形
式
を
創
出
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
に
は
先
ず
、
過
去
の
最
良
の
も
の
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。」
そ
し
て
林
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
た
意
見
に
よ
れ
ば
、
新
感
覚
派
は
「
心
臓
肥
満
と
血
脈
硬
化
と
に
な
や
む

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
文
壇
と
い
う
売
笑
婦
に
生
ま
せ
た
奇
型
の
双
生
児
に
過
ぎ
ぬ
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
派
の
作

品
の
中
に
美
を
見
出
し
、
芸
術
的
高
揚
を
感
じ
得
る
者
は
、「
彼
自
身
が
先
ず
、
腐
肉
の
中
の
蛆
虫
で
あ
り
、
没

落
す
る
世
紀
の
道
化
師
で
あ
り
、
自
慰
の
快
感
に
我
々
を
忘
れ
る
逃
避
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
お
こ
こ
に

指
摘
さ
れ
て
お
い
て
よ
い
こ
と
は
、
右
に
挙
げ
ら
れ
た
文
章
の
な
か
で
、
ボ
ク
ダ
ー
ノ
フ
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文



一
一
八

学
は
一
般
に
過
去
の
偉
大
な
る
文
学
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
学
ぶ
べ
き
は
特
に
、
上0

昇
期
0

0

に
お
け
る
階
級
の
文
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
没
落
期
に
は
い
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
文
学
か
ら

も
し
何
等
か
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
形
式
0

0

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
一
般
的
原
則
と
し
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
は
、
時
と
し
て
、
同
時
期
の
精
巧
な
る
形
式
を
具
え
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
学
に
対
し
て
闘
争
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
関
係
上
、
相
手
の
文
学
を
形
式
主
義

0

0

0

0

の
文
学
と
し
て
特
徴
付
け
、
自
己
自
身
は
こ
れ
に
反
し
内
容
主
義

0

0

0

0

の
文
学

で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
る
と
い
う
こ
と
が
起
っ
た
。
そ
こ
か
ら
し
て
後
に
至
っ
て
文
学
に
お
け
る
形
式
主
義
と
内

容
主
義
、
延
い
て
は
文
学
に
お
け
る
形
式
と
内
容
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
議
が
次
第
に
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
新
感
覚
派
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の
対
立
及
び
闘
争
は
、
そ
の
後
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る

新
興
芸
術
派

0

0

0

0

0

と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の
対
立
及
び
闘
争
と
し
て
継
続
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。

復
活
後
の
『
文
芸
戦
線
』
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
、
見
出
さ
れ
た
主
な
る
作
家
に
は
葉
山
嘉
樹
、
黒
島
伝
治
、
里

村
欣
三
、
小
堀
甚
二
等
の
労
働
者
乃
至
農
民
出
身
の
人
々
、
及
び
林
房
雄
、
久
板
栄
二
郎
な
ど
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン

チ
ャ
出
身
の
人
々
が
あ
る
。
葉
山
の
『
淫
売
婦
』『
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙
』、黒
島
の
『
豚
群
』、林
の
『
林
檎
』、

里
村
の
『
苦
力
頭
の
表
情
』、
小
堀
の
『
転
轍
手
』、
久
板
の
『
犠
牲
者
』
な
ど
の
作
品
は
、
発
表
当
時
問
題
に
な



一
一
九

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
一
方

で
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
技
術
乃
至
技
巧
の
方
面
に
お
い
て
或
る
進
歩
を
示
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
し
か
し
他
方
で
は
特

に
そ
の
題
材
の
方
面
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
に
初
め
て
不
完
全
な
が
ら
も
、
既
に
組
織
さ
れ
た
或
は
組
織
さ
れ
つ

つ
あ
る
労
働
者
と
彼
等
の
闘
争
と
を
取
上
げ
る
と
い
う
こ
と
が
試
み
ら
れ
、
努
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
右
に
挙
げ

た
諸
作
品
の
ほ
か
に
、
葉
山
嘉
樹
の
長
篇
『
海
に
生
く
る
人
々
』、
細
井
和
喜
蔵
の
長
篇
『
女
工
哀
史
』、
江
馬
修

の
『
追
放
』、藤
森
成
吉
の
『
磔
茂
左
衛
門
』
な
ど
の
力
作
、大
作
が
発
表
さ
れ
、ま
た
山
田
清
三
郎
の
短
篇
集
『
幽

霊
読
者
』、新
居
格
の
短
篇
集
『
月
夜
の
喫
煙
』
等
も
相
踵
い
で
出
版
さ
れ
た
。
中
に
も
細
井
の
『
女
工
哀
史
』
は
、

作
者
十
五
年
間
の
体
験
を
基
調
と
し
て
紡
績
女
工
の
悲
惨
な
る
生
活
と
工
場
の
不
正
不
合
理
と
を
如
実
に
描
い
た

我
が
国
に
お
け
る
最
初
の
記
録
文
学
と
し
て
、
当
時
大
な
る
社
会
的
反
響
を
喚
び
起
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
葉

山
の
『
海
に
生
く
る
人
々
』
は
、
そ
の
頃
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
最
大
の
収
穫
と
し
て
評
価
さ
れ
、
そ

し
て
実
際
、
そ
れ
は
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
発
達
史
上
ひ
と
つ
の
記
念
碑
と
し
て
永
く
と
ど
ま
る
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
。

四　
運
動
の
統
一
と
分
裂



一
二
〇

こ
の
よ
う
に
我
が
国
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
質
的
な
向
上
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
間
に
、
一
方
で
は
文

学
運
動
の
組
織
の
上
に
お
い
て
も
既
に
『
文
芸
戦
線
』
の
再
刊
後
半
年
に
し
て
、
即
ち
一
九
二
五
年
十
二
月
に
は

「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
聯
盟
」
の
創
立
を
見
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
最
初
の
『
文
芸
戦
線
』
は
か
の
『
種
蒔
く
人
』

の
延
長
と
も
云
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
属
す
る
作
家
、批
評
家
は
、こ
の
『
文

芸
戦
線
』
に
拠
っ
て
い
た
者
の
ほ
か
に
、
当
時
、
続
々
と
し
て
現
れ
た
と
こ
ろ
の
、『
戦
闘
文
芸
』、『
解
放
』（
こ

れ
は
上
に
記
し
た
如
く
一
度
倒
れ
た
が
、
復
活
さ
れ
た
）、『
文
芸
市
場
』
等
の
諸
雑
誌
に
も
散
在
し
て
、
そ
の
数

は
著
し
く
増
加
し
て
来
た
。
ま
た
演
劇
運
動
の
方
面
で
は
、
そ
の
後
ト
ラ
ン
ク
劇
場
―
―
前
衛
座
―
―
前
衛
劇
場

―
―
左
翼
劇
場
へ
と
発
達
変
化
し
た
歴
史
の
発
足
点
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
「
先
駆
座
」
な
る
も
の
が
活
動
し
て
い

た
。『
文
芸
戦
線
』
が
復
活
さ
れ
て
か
ら
間
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
も
の
の
若
干
の
有
志
の
間
に
広
汎
な
文
芸
団
体

の
設
立
の
計
画
が
持
ち
上
っ
て
い
た
が
、
こ
の
計
画
が
す
な
わ
ち
「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
聯
盟
」
と
し
て
実

現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
前
年
七
月
モ
ス
ク
ワ
に
お
い
て
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
五
回
大
会
の
代
議
員
た
ち
と
共

同
で
開
か
れ
た
と
こ
ろ
の
ソ
ヴ
エ
ー
ト
同
盟
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
著
作
家
会
議
の
結
果
と
し
て
、日
本
の『
文

芸
戦
線
』
に
も
送
ら
れ
て
来
た
『
万
国
の
革
命
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
著
作
家
に
檄
す
』
と
題
し
た
国
際
的
な
呼
び
か

け
が
、
こ
の
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
聯
盟
の
結
成
を
促
進
す
る
ひ
と
つ
の
有
力
な
契
機
と
な
っ
た
と
云
わ
れ
て



一
二
一

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

い
る
。
こ
の
檄
文
は
『
文
芸
戦
線
』（
一
九
二
五
年
一
月
）
誌
上
で
紹
介
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
就
中
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。「
全
世
界
に
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
一
大
階
級
闘
争
の
場
裡
に
於
て
、
最
早
中
立
者
と
い
う
も
の

は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
存
在
し
能
わ
ぬ
の
で
あ
る
。
…
…
芸
術
の『
超
階
級
性
』『
超
政
治
性
』の
伝
令
達
、『
純

粋
美
』
の
使
徒
達
、
彼
等
は
た
だ
そ
う
し
た
無
花
果
の
葉
で
も
っ
て
、
自
ら
の
属
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
頽
廃

的
露
出
部
を
客
観
的
に
覆
い
匿
そ
う
と
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。現
代
に
お
け
る
真
の
芸
術
家
に
と
っ
て
は
、

自
ら
進
ん
で
無
産
階
級
解
放
の
戦
い
に
参
加
す
る
よ
り
他
に
行
く
べ
き
道
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
資

本
主
義
は
人
類
を
野
蛮
と
堕
落
と
の
支
配
に
導
く
も
の
で
あ
り
、
一
方
無
産
階
級
解
放
は
、
創
造
の
開
花
を
最
大

限
に
保
証
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
的
制
度
へ
と
導
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」
か
く
て
こ
の
檄
文
は
、
各
国
に

お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
著
作
家
の
鞏
固
な
る
国
内
的
聯
盟
の
必
要
と
且
つ
そ
れ
ら
の
各
聯
盟
が
国
際
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
聯
盟
に
お
い
て
団
結
す
べ
き
必
要
と
を
力
説
し
た
。
今
や
成
立
し
た
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
聯
盟
は
、『
文

芸
戦
線
』
の
グ
ル
ー
プ
を
初
め
、
小
川
未
明
、
秋
田
雨
雀
、
加
藤
一
夫
、
新
居
格
、
江
口
渙
、
江
馬
修
、
そ
の
他
、

当
時
の
各
派
の
、
反
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
作
家
、
批
評
家
を
網
羅
し
て
、
自
己
の
も
と
に
結
合
し

た
。
こ
の
聯
盟
の
成
立
の
第
一
0

0

の
意
義
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
従
来
の
孤
立
分
散
し
て
い
た
、
或
は
グ
ル
ー
プ

的
な
存
在
で
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
文
芸
家
を
包
括
し
そ
れ
を
一
集
団
に
結
合
し
、
組
織
的



一
二
二

な
集
団
運
動
と
し
て
の
芸
術
運
動
の
基
礎
を
樹
立
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
第
二
0

0

に
、
そ
れ
と
関
聯
し
て
こ
の
聯
盟

は
、
単
に
作
家
、
詩
人
等
の
い
わ
ゆ
る
文
芸
家
に
と
ど
ま
ら
ず
、
演
劇
、
美
術
等
の
方
面
に
お
け
る
芸
術
家
、
技

術
家
を
も
自
己
の
う
ち
に
獲
得
し
、
組
織
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
孤
立
分
散
し
て
い
た
た
め
に
殆
ど

見
る
べ
き
活
動
を
な
し
得
な
い
状
態
に
あ
っ
た
我
が
国
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
演
劇
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
の

運
動
が
、
各
々
専
門
的
な
力
を
集
結
す
る
と
共
に
他
の
諸
部
門
と
の
全
体
的
な
相
互
協
力
、
誘
導
、
啓
発
を
な
す

と
い
う
こ
と
が
可
能
に
さ
れ
、
そ
の
急
速
な
る
発
展
進
出
の
道
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
第
三
に

0

0

0

、
こ
の
聯
盟

の
成
立
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
場
合
、
他
の
行
動
的
な
無
産
者
団
体
と
は
か
け
は
な
れ
て
歩
ん
で
来
た
芸
術
運
動

を
し
て
、
そ
の
独
自
の
特
殊
的
な
活
動
を
通
じ
て
、
労
働
組
合
そ
の
他
の
無
産
者
団
体
と
接
近
協
力
す
る
の
道
を

開
き
始
め
る
に
至
ら
し
め
た
。
例
え
ば
、
一
九
二
六
年
二
月
に
勃
発
し
た
共
同
印
刷
の
大
争
議
に
際
し
て
、
聯
盟

演
劇
部
で
は
「
ト
ラ
ン
ク
劇
場
」
を
編
成
し
て
そ
れ
を
応
援
し
た
如
き
、
同
年
十
月
『
無
産
者
新
聞
』
発
刊
一
周

年
記
念
宣
伝
週
間
に
あ
た
っ
て
演
劇
と
音
楽
と
を
も
っ
て
「
無
産
者
の
夕
」
を
開
き
、
日
本
に
お
け
る
こ
の
種
の

企
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
が
如
き
、『
無
産
者
新
聞
』
の
編
輯
に
小
説
そ
の
他
の
文
芸
的
記
事
の
寄
稿
等
を

通
じ
て
組
織
的
に
参
加
し
た
が
如
き
、
こ
れ
で
あ
る
。

日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
聯
盟
は
そ
の
成
立
の
翌
年
（
一
九
二
六
年
）、
即
ち
そ
の
第
二
回
目
の
年
次
大
会
に
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二
三

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

お
い
て
、
新
た
な
る
方
向
に
導
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
再
組
織
に
よ
っ
て
そ
の
名
も
「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
芸
術
聯
盟
」
と
改
称
さ
れ
、そ
の
内
部
に
文
学
部
、演
劇
部
、美
術
部
、音
楽
部
の
四
つ
の
専
門
部
門
を
お
い
た
。

日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
聯
盟
か
ら
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
聯
盟
へ
の
再
組
織
へ
の
意
義
は
、一
言
で
い
え
ば
、

そ
れ
ま
で
聯
盟
は
思
想
的
に
は
か
な
り
漠
然
と
し
た
共
同
戦
線
団
体
で
あ
っ
て
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
と
い
わ
ず
、
マ

ル
キ
シ
ス
ト
と
い
わ
ず
、
或
は
ニ
ヒ
リ
ス
ト
と
い
わ
ず
、
各
種
の
反
資
本
主
義
的
芸
術
家
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ

る
が
、
か
よ
う
な
意
味
で
の
共
同
戦
線
を
清
算
し
て
、
今
度
は
明
白
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
立
場

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
立
脚
す
る
芸
術

団
体
と
し
て
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。そ
れ
は
反
マ
ル
ク
ス
主
義
的
分
子（
秋
田
雨
雀
、小
川
未
明
、

加
藤
一
夫
、
江
口
渙
、
宮
島
資
夫
、
新
居
格
、
中
西
伊
之
助
、
松
本
淳
三
、
壷
井
繁
治
、
等
。
但
し
秋
田
、
江
口
、

壷
井
の
如
き
は
そ
の
後
マ
ル
ク
ス
主
義
に
転
換
し
た
。）
と
袂
別
す
る
と
共
に
、
芸
術
運
動
の
政
治
闘
争
へ
の
参

加
結
合
を
中
心
と
す
る
新
た
な
る
運
動
方
針
を
決
定
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
『
文
芸
戦
線
』
に
お
い
て
も
ア
ナ
ー

キ
ス
ト
と
の
分
離
に
よ
る
再
編
成
が
行
わ
れ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
向
が
確
立
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
芸
術
運
動
の

か
く
の
如
き
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
方
向
転
換
に
あ
た
っ
て
、
文
学
論
の
上
で
指
導
理
論
と
な
っ
た
の
は
前
に
記
し

た
青
野
季
吉
の
「
目
的
意
識
論
」
及
び
そ
れ
の
発
展
で
あ
っ
た
が
、
実
践
的
に
こ
れ
を
促
進
さ
せ
た
の
は
「
マ
ル

ク
ス
主
義
芸
術
研
究
会
」
の
人
々
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
か
の
新
人
会
系
の
東
京
帝
大
学
生
を
中
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心
に
組
織
さ
れ
、
そ
の
主
な
る
メ
ン
バ
ー
は
林
房
雄
、
中
野
重
治
、
久
板
栄
二
郎
、
谷
一
、
鹿
地
亘
、
川
口
浩
、

千
田
是
也
、
小
野
宮
吉
、
小
川
信
一
、
佐
野
碩
、
佐
々
木
孝
丸
、
山
田
清
三
郎
、
等
で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
会
の

会
員
は
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
聯
盟
が
右
の
如
く
再
組
織
さ
れ
る
と
共
に
殆
ど
全
部
そ
れ
に
参
加
し
、
従
っ
て

研
究
会
も
お
の
ず
か
ら
解
散
さ
れ
た
。

か
く
て
そ
の
再
組
織
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
芸
術
団
体
と
し
て
統
一
さ
れ
新
た
に
踏
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た

日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
聯
盟
は
、
然
し
な
が
ら
、
そ
の
後
ま
も
な
く
、
そ
の
内
部
に
対
立
意
見
を
生
じ
、
混

乱
、
動
揺
、
分
裂
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
分
裂
に
対
し
て
そ
の
頃
我
が
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

運
動
を
風
靡
し
つ
つ
あ
っ
た
福
本
和
夫
の
政
治
理
論
、
即
ち
い
わ
ゆ
る
福
本
イ
ズ
ム

0

0

0

0

0

な
る
も
の
が
少
な
か
ら
ぬ
関

係
を
も
っ
て
い
る
。
福
本
イ
ズ
ム
と
は
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
。
佐
野
学
は
書
い
て
い
る
、「
福
本

氏
の
理
論
が
何
故
に
指
導
的
理
論
と
な
っ
た
か
の
社
会
的
根
拠
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
単
に
突
然
且

つ
偶
然
に
現
れ
た
一
個
人
の
意
見
と
見
る
べ
き
で
な
い
。
福
本
氏
の
理
論
は
先
ず
何
よ
り
も
山
川
氏
の
理
論
の
対

極
と
し
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
二
六
年
以
来
、
吾
国
の
労
働
者
及
び
農
民
は
急
速
に
政
治
的
方
面
に
進

出
し
た
。
こ
の
階
級
的
運
動
は
之
を
真
実
に
基
礎
づ
け
る
階
級
的
理
論
を
要
求
し
た
。
し
か
る
に
か
か
る
理
論
た

る
マ
ル
ク
ス
主
義
は
未
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
世
界
観
と
し
て
の
唯
物
論
、
プ
ロ
レ
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現
代
階
級
闘
争
の
文
学

タ
リ
ア
的
思
惟
方
法
と
し
て
の
唯
物
弁
証
法
、
政
治
の
経
済
に
対
す
る
優
位
の
規
定
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
の
思
想
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
政
治
闘
争
の
た
め
の
主
観
的
条
件
の
問
題
等
々
は
、
充
分
に
鮮
明
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
か
る
時
期
に
福
本
氏
は
概
念
的
、
抽
象
的
、
一
般
的
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら

の
事
柄
に
関
す
る
理
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
同
氏
の
理
論
の
も
っ
た
社
会
的
役
割
は
断
じ
て
否
定
さ

れ
え
な
い
。
福
本
氏
の
理
論
は
コ
ル
シ
ュ
派
の
異
端
性
を
包
含
し
て
い
る
か
ら
、
体
系
と
し
て
承
認
す
る
を
え
な

い
が
、
断
片
的
に
は
マ
ル
ク
ス
及
び
レ
ー
ニ
ン
の
個
々
の
正
し
い
思
想
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
水
曜
会

流
の
公
式
的
な
ロ
シ
ア
革
命
の
讃
美
よ
り
は
遥
か
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
理
論
的
要
求
と
適
合
し
え
た
の
で
あ

る
。
体
系
的
に
採
る
べ
か
ら
ざ
る
思
想
は
既
に
理
論
と
し
て
正
し
い
力
を
具
え
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
福
本
氏

の
理
論
が
か
か
る
根
本
的
欠
陥
を
有
し
て
い
た
に
拘
ら
ず
、
折
衷
主
義
理
論
を
容
易
に
圧
倒
し
た
の
は
、
後
者
の

欠
陥
が
福
本
氏
の
欠
陥
よ
り
一
層
大
で
あ
り
、
当
時
の
無
産
階
級
の
実
際
的
要
求
に
副
い
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。」
そ
れ
で
は
福
本
イ
ズ
ム
の
誤
謬
は
何
処
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
山
川
の
理
論
を
政
治

的
に
批
判
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
哲
学
的
に
批
判
し
、
山
川
の
理
論
を
政
治
上
の
解
党
派
、
宗
派
主
義
、
合
法
主
義

と
し
て
批
判
せ
ず
、
折
衷
主
義
と
批
判
し
た
。」
福
本
イ
ズ
ム
は
、
世
界
党
と
し
て
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
存
在
に

も
拘
ら
ず
先
ず
日
本
一
国
に
お
い
て
主
体
を
完
成
し
よ
う
と
す
る
国
民
主
義
的
限
界
に
禍
い
さ
れ
、
且
つ
宗
教
主
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六

義
的
な
前
衛
主
体
完
成
論
の
た
め
に
、
か
か
る
主
体
＝
党
完
成
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
大
衆
闘
争
発
展
の
う
ち
に
、
工

場
の
う
ち
に
求
め
ず
し
て
「
認
識
論
的
方
法
論
的
」
理
論
闘
争
に
求
め
、
党
加
入
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
的
原
則
の
代

り
に
思
想
的
純
化
と
い
う
「
許
す
べ
か
ら
ざ
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
過
重
評
価
」
的
原
則
を
樹
立
す
る
と
共
に
、

思
想
的
純
化
の
た
め
に
必
然
な
り
と
し
て
一
切
の
大
衆
団
体
の
分
裂
を
合
理
化
せ
る
「
分
離
結
合
」
論
を
唱
導
し

た
、
等
々
、
の
点
に
そ
の
誤
謬
が
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。

と
も
か
く
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
聯
盟
内
に
お
い
て
発
生
し
た
対
立
は
、
こ
の
よ
う
な
福
本
イ
ズ
ム
の
観

念
的
な
理
論
闘
争
主
義
、
宗
派
的
分
裂
主
義
の
芸
術
運
動
へ
の
反
映
の
結
果
と
見
ら
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

一
九
二
七
年
二
月
無
産
者
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
聯
盟
の
一
員
鹿
地
亘
の
署
名
に
な
る
『
所
謂
社
会
主
義
文
芸
を
克

服
せ
よ
』
と
い
う
一
文
は
波
瀾
を
捲
き
起
し
た
。
こ
れ
は
聯
盟
と
不
離
の
関
係
に
あ
っ
た
『
文
芸
戦
線
』
の
同
年

二
月
号
の
社
説
に
対
す
る
駁
論
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
当
時
聯
盟
の
内
部
に
醸
成
さ
れ

て
い
た
対
立
意
見
の
抗
争
を
表
面
化
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
と
な
っ
た
『
文
芸
戦
線
』
の

テ
ー
ゼ
は
「
自
然
生
長
性
と
目
的
意
識
性
」
及
び
「
社
会
主
義
文
学
と
芸
術
価
値
」
と
い
う
二
項
に
分
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
に
は
特
に
後
者
の
中
か
ら
若
干
抜
萃
し
て
み
よ
う
。「
一
、
吾
々
は
芸
術
家
で
あ
る
前
に
社
会
主
義
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
主
義
文
学
は
何
よ
り
も
先
ず
芸
術
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
―
―
二
、
こ
の
二
つ
の
命
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現
代
階
級
闘
争
の
文
学

題
は
決
し
て
矛
盾
し
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、社
会
主
義
世
界
観
は
そ
れ
自
体
の
中
に
芸
術
観
を
含
む
も
の
で
あ
り
、

社
会
主
義
的
芸
術
は
現
在
に
お
け
る
最
も
完
全
な
る
芸
術
観
で
あ
る
か
ら
。
―
―
四
、
社
会
主
義
は
問
題
を
次
の

如
く
に
理
解
す
る
。
美
は
、
芸
術
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
感
情
、
意
志
、
観
念
を
社
会
化
す
る
力
を
有
し
て
い

る
。
芸
術
家
を
通
じ
、
作
品
を
通
じ
て
、
表
現
さ
れ
る
各
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
こ
れ
を
見
る
も
の
の
間
に

広
く
浸
潤
し
（
社
会
化
さ
れ
）、
彼
等
の
意
識
を
階
級
的
に
組
織
す
る
力
を
持
つ
。
作
品
が
芸
術
的
に
す
ぐ
れ
て

お
れ
ば
お
る
ほ
ど
こ
の
力
は
強
い
。
―
―
六
、
社
会
主
義
文
学
は
芸
術
的
価
値
を
追
求
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
、
階
級
戦
線
に
お
い
て
強
力
な
る
役
割
を
演
じ
得
る
。」
か
よ
う
な
見
解
に
対
す
る
鹿
地
に
よ
っ
て

代
表
さ
れ
た
批
判
の
な
か
で
特
に
次
の
如
く
書
か
れ
て
い
る
。
曰
く
、「
我
々
は
芸
術
を
い
か
に
認
識
し
、
全
無

産
階
級
的
立
場
よ
り
そ
の
役
割
を
規
定
す
べ
き
か
。
芸
術
の
役
割
は
そ
の
特
殊
な
感
動
的
性
質
に
よ
っ
て
、
政
治

的
暴
露
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
行
く
大
衆
の
進
軍
ラ
ッ
パ
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
決
定
的
行
為
へ
の
鼓
舞
者
と
な

る
こ
と
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
大
衆
を
組
織
す
る
た
め
の
契
機
た
る
政
治
的
暴
露
を
助
け
る
と
こ
ろ
の
副
次
的

な
意
義
を
も
つ
も
の
に
過
ぎ
な
い
。」「
斯
る
役
割
を
現
実
に
果
た
し
得
る
為
に
は
、
芸
術
家
た
る
も
の
は
、
先
ず

斯
る
テ
ー
ゼ
の
製
作
者
林
房
雄
氏
の
指
導
理
論
を
徹
底
的
に
克
服
し
、
そ
れ
よ
り
綺
麗
に
分
離
し
去
る
こ
と
に
努

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
斯
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
徹
底
的
に
闘
争
し
、
分
離
す
る
こ
と
な
く
し
て
文
芸
運
動
は
永
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久
に
全
無
産
階
級
運
動
へ
の
合
流
を
な
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。」
ひ
と
は
こ
の
鹿
地
の
文
章
を
一
読
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
運
動
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
進
軍
ラ
ッ
パ
主
義
」
な
る
も
の
が
、
当
時
の
マ

ル
ク
ス
主
義
的
青
年
に
愛
読
さ
れ
、
そ
の
文
体
、
そ
の
文
字
に
至
る
ま
で
模
倣
さ
れ
た
福
本
和
夫
の
理
論
の
影
響

の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
容
易
に
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
右
に
掲
げ
た
二
つ
の
見
解
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
一
方
で
は
福
本
の
い
わ
ゆ
る
全
面
的
政
治
闘
争
段
階
と
い
う
「
現
段
階
論
」
か
ら
芸
術
運
動
を
狭
い
意
味

で
の
政
治
闘
争
の
中
に
解
消
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
を
も
っ
た
意
見
と
、
他
方
で
は
芸
術
運
動
の
特
殊
性
を
強
調

す
る
こ
と
か
ら
前
者
に
対
し
て
機
械
的
に
反
撥
し
て
行
っ
た
と
こ
ろ
の
意
見
と
、
の
対
立
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
以
来
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
聯
盟
の
内
部
に
お
い
て
多
く
の
い
わ
ゆ
る
「
理
論
闘
争
」
が
重
ね
ら
れ
、

か
く
て
遂
に
六
月
に
至
っ
て
、
主
と
し
て
『
文
芸
戦
線
』
の
同
人
、
即
ち
青
野
季
吉
、
林
房
雄
、
佐
々
木
孝
丸
、

藤
森
成
吉
、
村
山
知
義
、
蔵
原
惟
人
、
金
子
洋
文
、
今
野
賢
三
、
前
田
河
広
一
郎
、
黒
島
伝
治
、
里
村
欣
三
、
田

口
憲
一
、
葉
山
嘉
樹
、
山
田
清
三
郎
等
の
脱
退
に
よ
り
、
分
裂
が
行
わ
れ
た
。
脱
退
し
た
人
々
は
別
に
「
労
農
芸

術
家
聯
盟
」
を
組
織
し
、『
文
芸
戦
線
』
の
同
人
組
織
を
改
め
て
、
こ
れ
を
そ
の
機
関
誌
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
と
き
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
聯
盟
に
と
ど
ま
っ
た
主
な
る
者
は
中
野
重
治
、
鹿
地
亘
、
久
板
栄
二
郎
、
谷
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一
、
佐
野
碩
等
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
機
関
誌
と
し
て
新
た
に
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
』
が
発
行
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

然
る
に
分
裂
に
よ
っ
て
生
れ
た
労
農
芸
術
家
聯
盟
は
更
に
新
た
な
分
裂
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
二
度
目
の
分
裂
が
行
わ
れ
た
の
は
一
九
二
七
年
十
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
無
産
階
級
運
動
は
恰
も
福

本
イ
ズ
ム
の
清
算
期
に
は
い
り
、
そ
の
観
念
的
極
左
主
義
及
び
宗
派
主
義
か
ら
漸
く
脱
し
つ
つ
あ
っ
た
。
運
動
に

対
す
る
国
際
的
批
判
、
即
ち
一
九
二
七
年
七
月
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
日
本
問
題
に
関
す
る
有
名
な
テ
ー
ゼ
が
そ
の

重
要
な
る
機
因
と
な
っ
た
。
そ
し
て
一
方
で
は
そ
の
頃
、
こ
れ
を
機
会
と
し
て
山
川
均
一
派
の
人
々
が
運
動
に
お

け
る
彼
等
の
失
い
つ
つ
あ
っ
た
指
導
権
を
再
び
回
復
す
る
た
め
に
積
極
的
に
乗
り
出
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
労
農
芸
術
家
聯
盟
に
も
直
接
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
聯
盟
内
部
に
お
い
て
も
山
川
派
の
理
論
（
い
わ
ゆ
る
左

翼
社
会
民
主
主
義
）
を
支
持
す
る
一
派
と
そ
の
反
対
派
と
の
対
立
と
な
っ
て
現
れ
た
。
か
く
て
遂
に
反
対
派
は
聯

盟
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
主
な
る
も
の
は
藤
森
成
吉
、
山
田
清
三
郎
、
蔵
原
惟
人
、
林
房
雄
、

佐
々
木
孝
丸
、村
山
知
義
、小
川
信
一
、永
田
一
脩
、等
で
あ
っ
た
。
残
留
し
た
の
は
青
野
季
吉
、前
田
河
広
一
郎
、

金
子
洋
文
、
今
野
賢
三
、
小
牧
近
江
、
葉
山
嘉
樹
、
小
堀
甚
二
、
里
村
欣
三
、
平
林
た
い
子
、
黒
島
伝
治
、
岩
藤

雪
夫
等
の
人
々
で
あ
る
。
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脱
退
派
は
直
ち
に
「
前
衛
芸
術
家
同
盟
」
を
組
織
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
運
動
は

一
時
三
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
、
一
、
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
聯
盟
（
機
関
誌
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸

術
』、
劇
団
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
劇
場
」）、
二
、
前
衛
芸
術
家
同
盟
（
機
関
誌
『
前
衛
』、
劇
団
「
前
衛
劇
場
」、
や

が
て
、「
前
衛
座
」
と
改
称
）、
三
、
労
農
芸
術
家
聯
盟
（
機
関
誌
『
文
芸
戦
線
』、
劇
団
な
し
）、
の
三
団
体
の
対

立
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

五　
運
動
の
新
た
な
る
展
開

我
々
は
労
農
芸
術
家
聯
盟
と
前
衛
芸
術
家
同
盟
と
の
分
裂
が
主
と
し
て
政
治
的
意
見
の
対
立
に
発
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
政
治
的
に
見
れ
ば
、
後
者
は
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
聯
盟
と
同
じ

く
左
翼
の
立
場
に
立
ち
、
従
っ
て
社
会
民
主
主
義
的
な
前
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
そ
れ
と
一
致
し
得
る
も

の
で
あ
っ
た
。
文
芸
運
動
に
お
け
る
社
会
民
主
主
義
に
対
す
る
闘
争
に
お
い
て
、
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
聯
盟

と
前
衛
芸
術
家
同
盟
と
は
早
晩
合
同
す
べ
き
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
一
九
二
八
年
三
月
十
五
日
、
そ
の
前
月
に

行
わ
れ
た
我
が
国
最
初
の
「
普
通
選
挙
」
に
お
け
る
選
挙
闘
争
を
通
じ
て
公
然
と
そ
の
存
在
を
大
衆
の
前
に
現
し

た
と
こ
ろ
の
日××

×
×
×

本
共
産
党
に
対
す
る
大
弾
圧
が
あ
っ
た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
三
・
一
五
」
事
件
は
両
団
体
に
も
刺
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戟
を
与
え
、
そ
の
十
日
後
の
一
九
二
八
年
三
月
二
十
五
日
に
は
、
遂
に
二
つ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
芸
術
団
体
は
合

同
を
行
い
、
こ
こ
に
「
全
日
本
無
産
者
芸
術
聯
盟
」（
略
称
「
ナ
ッ
プ
」）
の
成
立
を
見
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
五

月
に
は
、『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
』
と
『
前
衛
』
と
の
合
同
も
行
わ
れ
、
ナ
ッ
プ
の
機
関
誌
と
し
て
『
戦
旗
』
が

創
刊
さ
れ
、
ま
た
「
前
衛
劇
場
」
と
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
劇
場
」
と
も
合
同
さ
れ
、
新
た
に
「
左
翼
劇
場
」
が
組
織

さ
れ
る
に
至
っ
た
。

そ
れ
以
来
、『
文
芸
戦
線
』
派
と
『
戦
旗
』
派
と
の
激
烈
な
る
対
立
抗
争
が
続
け
ら
れ
て
来
た
。
こ
の
対
立
抗

争
の
主
な
る
意
義
は
、
そ
れ
が
政
治
上

0

0

0

の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
社
会
民
主
主
義
と
マ
ル
ク
ス
・
レ

ー
ニ
ン
主
義
と
の
対
立
抗
争
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。『
種
蒔
く
人
』
の
誕
生
以
来
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
芸
運
動
は
ジ
グ
ザ
グ
な
道
を
歩
ん
で
来
た
が
、そ
の
主
要
な
る
流
は
絶
え
ず
マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
向

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
取
り
、

全
日
本
無
産
者
芸
術
聯
盟
の
成
立
に
よ
っ
て
遂
に
決
定
的
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
上
に
立
て
る
芸
術
運
動
の
主
体
が

全
国
的
に
結
成
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
ナ
ッ
プ
と
労
農
芸
術
家
聯
盟
と
の
抗
争
に
お
い
て
、
後

者
は
、
初
め
の
う
ち
は
、『
文
芸
戦
繚
』
の
伝
統
的
な
力
に
よ
り
、
且
つ
こ
の
団
体
に
は
技
術
的
に
見
て
比
較
的

に
優
秀
な
作
家
が
か
な
り
多
く
残
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
前
者
に
対
し
て
対
等
の
位
置
を
持
ち
続
け
て
い
た
が
、

前
者
の
活
溌
に
し
て
果
敢
な
る
活
動
は
次
第
に
後
者
に
対
す
る
勝
利
に
導
き
、『
戦
旗
』
の
影
響
は
近
年
に
至
っ
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て
『
文
芸
戦
線
』
の
内
部
に
相
次
い
で
反
対
派
を
生
ぜ
し
め
、
そ
れ
ら
の
反
対
派
の
人
々
は
ナ
ッ
プ
に
加
入
す
る

と
い
う
よ
う
に
な
り
、
ナ
ッ
プ
は
遂
に
圧
倒
的
な
勝
利
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
我
々
は
こ
こ
に
簡
単
に
そ
の

後
の
ナ
ッ
プ
の
発
展
に
つ
い
て
記
し
て
お
こ
う
。

全
日
本
無
産
者
芸
術
聯
盟
に
お
い
て
は
そ
の
創
立
第
二
年
目
の
一
九
二
九
年
の
初
め
に
再
組
織
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
再
組
織
の
目
的
は
各
専
門
部
門
別
の
全
国
的
組
織
へ
の
独
立
化
と
、
か
く
独
立
せ
る
各
団
体
の
一
つ
の
協
議

会
へ
の
統
一
化
と
に
あ
っ
た
。
即
ち
そ
れ
以
前
に
は
一
聯
盟
組
織
の
う
ち
に
文
学
部
、演
劇
部
、美
術
部
、映
画
部
、

音
楽
部
が
包
含
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
各
々
独
自
の
組
織
を
も
つ
こ
と
に
な

っ
て
、「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
」、「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
劇
場
同
盟
」、「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
家

同
盟
」、「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
映
画
同
盟
」、「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
音
楽
家
同
盟
」
の
各
団
体
が
成
立
し
、
そ
し

て
そ
れ
ら
諸
団
体
を
加
盟
団
体
と
し
て
そ
の
間
の
聯
絡
、
統
一
の
機
関
た
る
べ
く
「
全
日
本
無
産
者
芸
術
団
体
協

議
会
」（
略
称
「
ナ
ッ
プ
」
襲
用
）
の
成
立
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
再
組
織
の
結
果
、
芸
術
に
お

け
る
各
専
門
部
門
の
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
著
し
く
敏
活
な
ら
し
め
、
従
っ
て
向
上
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た

諸
団
体
の
間
に
お
の
ず
か
ら
競
争
を
喚
び
起
し
、
そ
の
た
め
に
各
自
の
活
動
を
著
し
く
積
極
的
な
ら
し
め
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ
れ
と
共
に
ナ
ッ
プ
は
そ
の
政
治
的
色
彩
を
次
第
に
前
面
へ
押
し
出
し
て
来
た
が
、
こ
の
こ
と
は
直
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ち
に
雑
誌
『
戦
旗
』
に
も
反
映
し
た
。
文
芸
運
動
に
お
け
る
指
導
的
及
び
組
織
的
任
務
を
も
っ
て
そ
の
中
心
的
任

務
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
こ
の
雑
誌
は
、
そ
の
後
次
第
に
広
汎
な
労
働
者
農
民
の
た
め
の
大
衆
的
啓
蒙
雑
誌
へ
と
転

化
し
た
。
然
し
ま
た
他
方
に
お
い
て
こ
の
頃
作
家
同
盟
員
の
創
作
活
動
に
つ
い
て
も
極
め
て
顕
著
な
発
展
が
示
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
小
林
多
喜
二
の
小
説
『
一
九
二
八
・
三
・
一
五
』
及
び
『
蟹
工
船
』、藤
森
成
吉
の
戯
曲
『
光
と
闇
』、

中
野
重
治
の
小
説
『
鉄
の
話
』、
村
山
知
義
の
戯
曲
『
暴
力
団
記
』、
徳
永
直
の
小
説
『
太
陽
の
な
い
街
』、
江
馬

修
の
戯
曲
『
阿
片
戦
争
』、
鹿
地
亘
の
小
説
『
動
員
線
』
等
の
諸
作
品
が
相
踵
い
で
『
戦
旗
』
に
掲
載
さ
れ
、
そ

の
他
で
は
林
房
雄
の
『
シ
ル
ビ
ン
ス
ク
号
事
件
』、
片
岡
鉄
兵
の
『
綾
里
村
快
挙
録
』、
藤
森
成
吉
の
『
蜂
起
』
な

ど
が
発
表
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
中
に
も
小
林
の
『
蟹
工
船
』、
徳
永
の
『
太
陽
の
な
い
街
』

は
当
時
最
も
称
揚
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
史
上
特
記
さ
る
べ
き
作
品
で
あ
る
。

既
に
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
は
芸
術
以
外
の
方
面
に
向
っ
て
も
拡
大
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

一
九
二
八
年
十
月
に
は
、
秋
田
雨
雀
、
蔵
原
惟
人
、
小
川
信
一
、
林
房
雄
、
片
岡
鉄
兵
、
川
口
浩
、
村
山
知
義
、

等
の
ナ
ッ
プ
一
部
の
人
々
を
中
心
と
し
て
「
国
際
文
化
研
究
所
」
な
る
も
の
が
創
立
さ
れ
た
。
そ
の
目
差
す
と
こ

ろ
は
、
ソ
ヴ
エ
ー
ト
聯
邦
を
中
心
と
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
の
優
越
を
広
く
我
が
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
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そ
の
同
盟
者
に
紹
介
し
、
進
ん
で
ま
た
我
が
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
文
化
の
積
極
的
な
建
設
の
た
め
に
努
力

す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
然
る
に
も
と
ナ
ッ
プ
の
機
関
誌
と
し
て
発
行
さ
れ
た
『
戦
旗
』
は
、
上
に
述
べ
た

如
く
、
次
第
に
労
働
者
農
民
の
た
め
の
文
化
的
啓
蒙
的
大
衆
雑
誌
の
方
向
を
取
り
、
政
治
的
、
経
済
的
並
び
に
社

会
的
時
事
問
題
の
解
説
を
初
め
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
刻
々
の
闘
争
に
結
び
付
い
た
宣
伝
煽
動
の
た
め
の
記
事

を
多
数
に
載
せ
、
ま
た
各
種
の
記
事
を
通
じ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
国
際
的
連
帯
性
を
喚
起
し
、
強
調
す
る
こ

と
に
努
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
は
国
際
文
化
研
究
所
の
上
に
も
反
応
し
、
一
層
広
汎
な
文
化
的

任
務
を
も
つ
研
究
所
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
か
く
て
一
九
二
九
年
十
月
、
諸
科
学
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
研
究
を
任

務
と
す
る
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
研
究
所
」
の
創
立	 i

を
見
る
に
至
り
、
機
関
誌
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
』
が
発
刊

さ
れ
た
。
翌
三
〇
年
九
月
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
教
育
の
確
立
を
目
的
と
す
る
「
新
興
教
育
研
究
所
」
が
設
立
さ
れ
、

や
が
て
「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
同
盟
」、「
日
本
戦
闘
的
無
神
論
者
同
盟
」（
初
め
は
日
本
反

宗
教
闘
争
同
盟
と
称
せ
ら
れ
た
）、
そ
の
他
が
創
設
さ
れ
、
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
は
全
面
的

に
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
然
し
な
が
ら
、
か
く
の
如
き
諸
団
体
の
運
動
も
、
そ
れ
が
相
互
に
孤
立
し
て
分

散
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
闘
争
も
、
そ
し
て
ま
た
文
化
運
動
全
体
と
し
て
も
、
真
に

i　

三
木
清
本
人
も
創
立
に
関
わ
る
、
翌
年
に
除
名
さ
れ
る
が
。
そ
の
間
の
関
連
資
料
は
「
三
木
清
関
連
資
料
第
一
輯
」
に
。
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現
代
階
級
闘
争
の
文
学

強
力
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
種
々
な
る
分
野
に
お
け
る
文
化
闘
争
に
従
事
す
る
諸
団
体

の
統
一
的
な
中
央
部
の
確
立
が
当
面
の
課
題
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
問
題
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
、
日
本
の

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
の
発
展
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
三
一
年
六
月
及
び
八
月
の
雑
誌
『
ナ
ッ

プ
』（
一
九
三
〇
年
九
月
創
刊
、
こ
の
と
き
『
戦
旗
』
は
芸
術
運
動
の
中
央
部
た
る
ナ
ッ
プ
か
ら
独
立
し
、
ひ
と

り
ナ
ッ
プ
ば
か
り
で
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
研
究
所
、
産
業
労
働
調
査
所
、
農
民
闘
争
社
等
の
協
力
後
援
す

る
一
般
的
な
大
衆
雑
誌
と
な
り
、
ナ
ッ
プ
は
別
に
芸
術
運
動
の
た
め
に
こ
の
雑
誌
を
発
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。）

に
発
表
さ
れ
た
古
川
荘
一
郎
（
蔵
原
惟
人
の
変
名
）
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
運
動
の
組
織
問
題
」
及
び
「
芸
術

運
動
の
組
織
問
題
再
論
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
刺
戟
指
導
さ
れ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
の
統
一

的
中
央
部
結
成
の
運
動
は
、
文
化
運
動
の
大
衆
的
基
礎
へ
の
移
植
及
び
そ
れ
の
そ
の
う
ち
に
お
け
る
確
立
の
問
題

と
の
不
可
分
の
関
係
に
お
い
て
、
各
文
化
団
体
の
間
に
進
展
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
九
三
一
年

十
一
月
に
至
っ
て
遂
に
、「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
聯
盟
」（
略
称
「
コ
ッ
プ
」）
は
成
立
し
た
。
そ
の
目
的
は
「
日

本
に
於
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
戦
線
を
統
一
し
、
文
化
全
線
に
わ
た
る
闘
争
を
押
し
進
め
る
」
に
あ
る
。
そ
の

基
本
的
な
任
務
は
、
一
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
、
フ
ァ
シ
ス
ト
及
び
社
会
フ
ァ
シ
ス
ト
に
よ
る
文
化
反
動
と
の
闘
争
、

二
、
労
働
者
、
農
民
、
そ
の
他
の
勤
労
大
衆
の
政
治
的
経
済
的
任
務
の
系
統
的
啓
蒙
、
三
、
労
働
者
、
農
民
、
そ
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の
他
の
勤
労
者
の
文
化
的
生
活
的
欲
求
の
充
足
、
四
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
上
に
立
つ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
化
の
確
立
、
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
聯
盟
の
成
立
に
よ
っ
て
、
従
来
分
散
的
に
闘
争

を
行
っ
て
来
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
は
、
こ
こ
に
初
め
て
、
唯
一
の
中
央
部
た
る
コ
ッ
プ
の
も
と
に
統
一
的

に
闘
争
を
継
続
進
展
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
芸
術
運
動
の
分
野
に
お
け
る
従
来
の
中
央
部
で
あ

っ
た
ナ
ッ
プ
は
、
も
は
や
そ
の
必
要
を
失
っ
た
の
で
、
お
の
ず
か
ら
解
散
さ
れ
た
が
、
後
に
、
芸
術
団
体
の
み
の

特
殊
な
協
議
機
関
と
し
て
従
属
的
な
「
芸
術
協
議
会
」
が
新
た
に
作
ら
れ
た
。
コ
ッ
プ
加
盟
団
体
と
し
て
、
作
家

同
盟
で
は
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
』
及
び
『
文
学
新
聞
』
の
、
演
劇
同
盟
で
は
『
プ
ロ
ッ
ト
』、『
演
劇
新
聞
』
の
、

美
術
家
同
盟
で
は
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
』、『
美
術
新
聞
』
の
、
映
画
同
盟
で
は
『
映
画
ク
ラ
ブ
』
の
、
音
楽
家

同
盟
で
は
『
音
楽
新
聞
』
の
、
発
行
が
企
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

コ
ッ
プ
の
確
立
し
た
後
に
お
け
る
、
文
学
運
動
を
も
含
め
て
の
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
の
運
動
方
針
は

次
の
如
く
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
第
一
0

0

、
諸
文
化
運
動
は
こ
れ
ま
で
の
街
頭
的
な
乃
至
セ
ク
ト
的
な
組
織
か
ら
、

企
業
内
、
農
村
内
の
広
汎
な
大
衆
の
中
に
そ
の
基
礎
を
据
え
る
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
ー
ク
ル
」
組
織
に
よ
る

方
向
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
の
運
動
は
概
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
思
想
的
影
響
の
伝
播
普
及
に
と

ど
ま
り
、
そ
の
組
織
の
上
の
確
保
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
に
無
関
心
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
イ
デ
オ
ロ
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現
代
階
級
闘
争
の
文
学

ギ
ー
的
、
思
想
的
影
響
な
る
も
の
も
全
体
的
に
見
て
多
く
は
街
頭
分
子
の
間
に
及
ぶ
に
と
ど
ま
り
、
企
業
、
農
村

の
中
に
ま
で
い
ま
だ
十
分
に
喰
い
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
文
化
的
「
サ
ー
ク
ル
」
組
織
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
の
文
化
的
啓
蒙
的
活
動
を
特
に
企
業
、
農
村
の
中
に
持
ち
込
み
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
影
響
を
更
に
組
織

の
上
で
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
基
本
的
組
織
の
拡
大
強
化
の
た
め
の
地
盤
、
言
い
換
え
れ
ば
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
の
「
多
数
者
獲
得
」
の
た
め
の
「
補
助
機
関
」
た
る
の
役
割
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
既
に

一
九
三
〇
年
春
の
ナ
ッ
プ
加
盟
各
芸
術
団
体
の
大
会
は
、
ナ
ッ
プ
協
議
会
の
統
一
的
方
針
の
も
と
に
、
い
ず
れ
も
、

「
芸
術
運
動
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ー
キ
化
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
前
面
に
押
し
出
し
た
。
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
文
学
・
芸
術
は
党×
の
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
一
九
〇
五
年
に
お
け
る

レ
ー
ニ
ン
の
教
訓
を
日
本
の
芸
術
運
動
の
中
で
生
か
そ
う
と
い
う
に
あ
っ
た
。
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
実
践
は
創
作

活
動
の
方
面
に
お
い
て
熱
心
に
試
み
ら
れ
た
。
即
ち
、
先
ず
、
芸
術
と
政
治
と
の
関
係
が
明
確
に
さ
れ
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
芸
術
家
の
任
務
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
そ
の
党×

が
当
面
し
て
い
る
課
題
を
自
己
の
芸
術
的
課
題
と
す

る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
、
次
に
、
社
会
民
主
主
義
的
芸
術
と
真
の
意
味
に
お
け
る
共××産
主
義
的

芸
術
と
の
差
別
が
明
瞭
に
さ
れ
、
具
体
的
な
芸
術
活
動
の
う
ち
で
後
者
が
前
者
と
の
質
的
な
相
違
に
お
い
て
実
現

さ
れ
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
た
。
然
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
「
芸
術
運
動
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ー
キ
化
」
の
ス
ロ
ー
ガ
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ン
は
芸
術
的
創
作
的
活
動
の
方
面
に
お
い
て
の
み
一
面
的
に
把
握
せ
ら
れ
、
そ
の
部
分
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
強
化
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
、
そ
れ
が
組
織
的
活
動
の
方
面
に
も
向
け
ら
れ
、
両
者
の
弁
証
法
的
統
一
の

上
に
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
十
分
注
意
さ
れ
な
か
っ
た
。
然
る
に
今
や
、
右
に
述
べ
た
如
く
、
後

の
方
面
に
お
け
る
芸
術
運
動
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ー
キ
化
が
日
程
に
上
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
0

0

、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
の
各
方
面
に
亙
り
、
企
業
、
農
村
の
中
に
お
け
る
新
た
な
る
働
き
手
、
即
ち
文
化
幹
部
が
養

成
さ
れ
、
ま
た
獲
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
サ
ー
ク
ル
」
組
織
の
発
展
に
伴
っ
て
促
進
さ
れ
得
る

こ
と
で
あ
る
が
、
文
化
運
動
の
大
衆
化
及
び
文
化
運
動
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
確
立
と

い
う
問
題
は
、
こ
の
方
面
か
ら
も
次
第
に
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
第
三
0

0

、
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
化
団
体
は
可
能
な
る
限
り
国
際
的
組
織
と
の
結
合
を
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

一
九
三
一
年
に
お
い
て
、
コ
ッ
プ
加
盟
団
体
の
う
ち
、
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
演
劇
同
盟
は
国
際
労
働
者
演
劇
同
盟

の
、
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
は
国
際
革
命
作
家
同
盟
の
、
日
本
支
部
た
る
こ
と
を
正
式
に
確
認
さ
れ
る
に

至
っ
た
。

六　
文
学
理
論
と
創
作
活
動
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現
代
階
級
闘
争
の
文
学

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
は
理
論
が
あ
る
に
し
て
も
そ
れ
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
創
作
が
伴
っ
て
い
な
い
、
と
い
う

批
評
は
屡
々
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
理
論
は
理
論
で
あ
る
に
し
て
も
、
特
に
文
学
0

0

論
と
見
ら
る
べ
き
で

な
く
、
一
種
の
政
治
論
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
批
評
も
あ
る
。
こ
れ
ら
及
び
こ
の
種
の
批
評
は
一
応
認
め

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
方
面
に
現
れ
た
重
要
な
文
学
理
論
と
い
え
ば
、
主
と
し
て
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
組
織
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
青
野
季
吉
の
目
的
意
識
論
以
後
に
お
い
て
記
憶

さ
る
べ
き
諸
論
文
、
例
え
ば
、
中
野
重
治
の
『
我
々
は
前
進
し
よ
う
』（
一
九
二
九
年
四
月
）、
或
は
山
田
清
三
郎

の
『
戦
線
統
一
か
ら
具
体
的
活
動
へ
』（
一
九
二
九
年
一
月
）、
或
は
蔵
原
惟
人
の
『
無
産
階
級
芸
術
運
動
の
新
段

階
』（
一
九
二
八
年
八
月
）、『
芸
術
運
動
に
於
け
る
「
左
翼
」
清
算
主
義
』（
二
八
年
十
月
）、
そ
し
て
前
述
の
『
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
運
動
の
組
織
問
題
』、
等
々
、
は
そ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
特
に
蔵
原
は
近
年
に
お

け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
最
も
輝
け
る
理
論
家
と
し
て
、
指
導
者
と
し
て
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
が
谷
本

清
、
古
川
荘
一
郎
、
柴
田
和
雄
、
野
崎
雄
三
な
ど
の
変
名
の
も
と
に
発
表
し
た
諸
論
文
は
、
い
ず
れ
も
重
要
な
意

義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
蔵
原
の
ほ
か
に
、
理
論
家
と
し
て
見
る
べ
き
活
動
を
な
し
た
者
に
、
中
野
重
治
、

鹿
地
亘
、
窪
川
鶴
次
郎
、
川
口
浩
、
宮
本
顕
治
及
び
や
や
傍
系
的
地
位
に
立
つ
勝
本
清
一
郎
、
大
宅
壮
一
、
小
宮

山
明
敏
等
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
指
導
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論
が
こ
の
よ
う
に
主
と
し
て



一
四
〇

政
治
的
で
あ
り
、
特
に
組
織
問
題
に
関
係
を
有
し
た
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
0

0

と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
政
治
運
動
と
引

き
離
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
既
に
記
し
た
如
く
、
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
発
展
は

絶
え
ず
一
定
の
方
向

0

0

0

0

0

に
向
っ
て
、
即
ち
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
的
方
向
に
向
っ
て
進
ん
で
来
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
と
共
に
文
学
と
政
治
と
の
不
可
分
性
は
益
々
強
調
さ
れ
て
い
る
。
然
し
ま
た
他
方
、
純
粋
に
理
論
の
見
地
か

ら
云
っ
て
も
、プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論
が
そ
の
政
治
理
論
的
要
素
に
お
い
て
勝
れ
た
も
の
の
あ
る
の
に
比
し
て
、

そ
の
文
学
理
論
的
要
素

0

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
劣
っ
て
い
た
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
コ
ン
ラ
ッ
ド
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
に
与
え
た
手
紙
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
、「
理
論
的
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
は
非
常
に

多
い
。
特
に
経
済
史
の
方
面
、
及
び
そ
れ
と
政
治
史
、
法
制
史
、
文
学
史
並
び
に
文
化
史
一
般
と
の
関
係
の
方
面

に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
た
だ
明
晰
な
理
論
的
眼
光
の
み
が
、
事
実
の
迷
宮
の
中
に
正
し
い
道

を
指
し
示
す
こ
と
が
出
来
る
の
だ
。」
も
と
マ
ル
ク
ス
主
義
は
主
と
し
て
経
済
並
び
に
政
治
理
論
と
し
て
展
開
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
唯
物
史
観
に
つ
い
て
も
た
だ
一
般
理
論
を
示
し
た
に
過
ぎ
ず
、
唯
物
史
観
の
芸
術
の
方
面
に

お
け
る
具
体
的
な
適
用
、
ま
し
て
創
作
活
動
に
対
し
て
現
実
に
指
導
を
与
え
得
る
よ
う
な
具
体
的
な
文
学
理
論
の

構
成
に
至
っ
て
は
お
の
ず
か
ら
遅
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論
は
つ
ぎ
つ
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ぎ
に
活
溌
に
な
さ
れ
た
諸
外
国
、
殊
に
ソ
ヴ
エ
ー
ト
・
ロ
シ
ヤ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
芸
衡
理
論
の
紹
介
翻
訳
を
通

じ
て
そ
の
影
響
の
も
と
に
著
し
い
発
達
を
遂
げ
て
来
た
。
い
ま
、
そ
の
主
な
る
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
プ
レ
ハ
ー
ノ

フ
の
『
芸
術
論
』、『
階
級
社
会
の
芸
術
』、
ハ
ウ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
芸
術
と
社
会
』、
ル
ナ
チ
ャ
ル
ス
キ
ー
の

『
マ
ル
ク
ス
主
義
芸
術
理
論
』、
フ
リ
ー
チ
ェ
の
『
芸
術
社
会
学
』、『
欧
洲
文
学
発
達
史
』、
ル
・
メ
ル
テ
ン
の
『
芸

術
の
本
質
と
変
化
』、
マ
ー
ツ
ァ
の
『
理
論
芸
術
学
概
論
』、
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
は
い
ず
れ
も
価
値
あ
る

も
の
に
は
相
違
な
い
が
、
然
し
な
お
多
く
の
批
判
さ
る
べ
き
余
地
を
も
っ
て
い
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
今
後

の
理
論
は
こ
れ
ら
の
も
の
の
批
判
的
な
研
究
及
び
芸
術
史
の
一
層
立
入
っ
た
分
析
、
特
に
現
実
の
個
々
の
作
品
の

批
評
を
通
じ
て
具
体
的
に
構
成
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
蔵
原
惟
人
が
谷
本
清
の
名
を
も
っ
て
発

表
し
た
『
芸
術
的
方
法
に
就
い
て
の
感
想
』（
一
九
三
一
年
九
月
、
十
月
）
は
作
品
の
分
析
と
結
び
付
い
た
ま
こ

と
に
行
届
け
る
批
評
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
お
い
て
我
々
が
見
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
批
評
の
う
ち
恐
ら
く
最
高

の
も
の
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
模
範
と
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
マ
ル
ク
ス
主
義
的
理
論
的
水
準
か
ら
い
っ
て
政
治
理
論
に
対
す
る
文
学
理
論
の
立
ち
遅
れ
、

従
っ
て
そ
の
文
学
理
論
そ
の
も
の
の
内
部
に
お
け
る
政
治
理
論
的
要
素
に
対
す
る
文
学
理
論
的
要
素
の
立
ち
遅
れ

と
い
う
事
情
は
、
一
応
は
政
治
と
文
学
と
の
弁
証
法
、
或
は
い
わ
ゆ
る
「
政
治
と
文
学
と
の
統
一
と
差
別
」
と
い
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う
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
事
実
と
し
て
は
自
然
的
に
文
学
理
論
の
政
治
的
見
地
へ
の
偏
向
乃
至
固
定
化
と
い
う

こ
と
を
惹
き
起
し
が
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
そ
の
理
論
は
少
な
く
と
も

文
学
理
論
と
し
て
は
公
式
的
で
あ
る
の
嫌
い
が
あ
り
、
或
い
は
単
に
抽
象
的
に
受
取
ら
れ
る
の
傾
き
が
あ
っ
た
。

そ
こ
か
ら
し
て
理
論
が
創
作
活
動
を
発
展
さ
せ
る
代
り
に
そ
れ
の
桎
梏
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
屡
々
見
ら
れ
た
。

一
二
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
例
え
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
は
個
人
主
義
的
芸
術
で
は
な
い
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
全
く
正
し
い
。
然
る
に
こ
の
こ
と
が
機
械
的
に
理
解
さ
れ
て
、
一
時
は
『
戦
旗
』
な
ど
に
形
を
と
っ
て
現
れ

た
よ
う
な
共
同
製
作

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
が
唱
え
ら
れ
、
一
篇
の
小
説
を
数
人
が
分
担
し
て
書
く
と
い
う
風
な
こ
と
が
行

わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
共
同
製
作
が
失
敗
で
あ
る
こ
と
は
か
く
の
如
く
に
し
て
作
ら
れ
た
小
説
自
身
が
直
ぐ
に
証

明
し
た
。
尤も
っ
とも
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
芸
術
に
お
い
て
共
同
製
作
が
全
然
不
可
能
で
あ
り
、
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
の

で
な
く
、
そ
れ
に
は
芸
術
の
種
類
を
異
に
す
る
に
従
っ
て
程
度
上
の
区
別
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
小
説

の
如
き
芸
術
様
式
に
お
い
て
は
共
同
製
作
の
成
功
の
見
込
は
甚
だ
少
な
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ひ
と
た
び
共
同

製
作
の
行
詰
り
が
感
ぜ
ら
れ
る
や
、
そ
し
て
ま
た
一
般
に
或
る
文
学
理
論
の
形
式
的
、
公
式
的
で
あ
る
こ
と
が
感

ぜ
ら
れ
た
度
毎
に
、
何
等
か
の
仕
方
で
、
作
家
の
個
人
的
特
性
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
自
由
に
発
達
せ
し
め
よ
、
と

い
う
こ
と
が
公
に
云
わ
れ
、
私
に
考
え
ら
れ
た
。
た
し
か
に
芸
術
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
が
自
己
の
個
性
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を
生
か
す
と
い
う
こ
と
は
大
切
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
雖
も
作
家
の
個
性
を
全
く
否
定
し
、
滅
却
し

て
は
文
学
作
品
と
し
て
価
値
あ
る
も
の
を
制
作
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
も
つ

ね
に
心
得
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
ま
た
彼
に
は
個
性
、
個
人
的
特
質
と
い
う
も
の
を
静
的
固
定
的
な

も
の
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
社
会
的
に
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
も
の
、
動
的
な
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
自
己
の
個
性
を
生
か
す
と
い
う
こ
と
は
社
会
と
の
聯
関
に
お
い
て
の
み
考
え
ら
る
べ
き
こ
と
で
あ

る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
は
階
級
的
な
見
地
に
立
っ
て
、
自
己
の
個
人
的
特
質
に
制
限
と
選
択
と
再
組
織
と
を
加

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
意
識
と
心
理
と
の
調
和
は
全
然
あ
り
そ
う
も
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
へ
の
接
近

は
目
的
意
識
的
な
作
家
に
あ
っ
て
は
つ
ね
に
眼
前
に
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
に
課
せ
ら
れ
た
問
題
は
、
彼
の

芸
術
が
そ
の
思
想
感
情
を
大
衆
に
伝
達
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
と
階
級
と
の
交
渉
の
手
段
で
あ
り
、
そ
し

て
そ
れ
故
に
、
自
己
の
心
理
を
統
制
し
、
そ
の
芸
術
を
階
級
的
に
確
か
め
ら
れ
た
意
識
に
よ
っ
て
不
断
に
検
覈
す

る
こ
と
こ
そ
彼
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
つ
ね
に
念
頭
に
置
く
こ
と
で
あ
る
。」
こ
こ
に
階
級
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
（
意
識
）
と
個
人
的
心
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
云
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
作
家
の
個
人
的
特
質
と
階
級
意

識
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
が
階
級
的
見
地
に
立
っ
て
自
己
の
個
人

的
特
性
を
制
限
し
、
選
択
し
、
そ
し
て
再
組
織
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
で
は
彼
の
個
人
的
特
性
の
う
ち
か
ら
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歴
史
的
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
影
響
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
要
素
を
清
算
し
、
止
揚
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
他
方
で
は

進
ん
で
絶
え
ず
新
た
に
そ
の
う
ち
へ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
要
素
を
結
合
し
、
吸
収
し
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ

ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
単
に
頭
脳
の
中
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
彼
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
的
な
階
級
的
実
践
を
通
じ
て
可
能
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
「
生
活
」
が
屡
々

問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
も
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
い
わ
ゆ
る
主
題
の
積
極
性

0

0

0

0

0

0

の
問
題
を
取
っ
て
み
よ
う
。
我
々
は
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
そ

の
発
達
の
過
程
に
お
い
て
次
第
に
そ
の
主
題
を
積
極
化
し
て
来
た
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、

そ
れ
は
単
に
個
々
の
無
産
者
の
悲
惨
な
る
状
態
、
そ
の
不
平
、
憤
怒
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
描
く
こ
と
に
と
ど
ま

ら
ず
、
階
級
闘
争
を
、
ス
ト
ラ
イ
キ
や
小
作
争
議
を
取
扱
う
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
我
々
が
こ
れ
ま
で
に
有
す

る
優
秀
な
作
品
に
属
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
徳
永
直
の
『
太
陽
の
な
い
街
』、『
失
業
都
市
東
京
』、
小
林
多
喜
二

の
『
蟹
工
船
』、『
不
在
地
主
』、『
工
場
細
胞
』
等
、片
岡
鉄
兵
の
『
綾
里
村
快
挙
録
』、村
山
知
義
の
『
暴
力
団
記
』、

『
勝
利
の
記
録
』、『
東
洋
車
輌
工
場
』
そ
の
他
、
は
主
題
の
積
極
化
に
対
す
る
作
者
の
意
識
的
な
努
力
を
示
し
て

い
る
。
一
九
三
〇
年
四
月
の
頃
か
ら
「
共××産
主
義
芸
術
の
確
立
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
関
聯
し
て
主
題
の
積
極

性
と
い
う
こ
と
は
特
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
共××産
主
義
芸
術
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
い
う
の
は
、
プ
ロ
レ
タ
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リ
ア
芸
術
は
た
だ
摸
然
と
し
た
意
味
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
で
あ
る
べ
き
で
な
く
、
本
来
の
意
味
で
は
共××産
主
義

芸
術
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
は
社
会
民
主
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
上
に
立
つ
芸
術
に
対
す
る
対
立
に

お
い
て
特
に
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
芸
術
に
お
い
て
は
何
よ

り
も
特
に
工
場
農
村
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
前
衛
の
生
活
が
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
方
針
の
も
と
に
、
実
際
に
お
い
て
も
、
前
衛
的
闘
士
の
生
活
及
び
行
動
を
描
い
た
作
品
が
生
産
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
然
る
に
主
題
の
積
極
化
と
い
う
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
全
く
正
し
い
理
論
も
、
そ
れ
が
作
品

活
動
に
お
い
て
実
行
さ
れ
る
場
合
に
は
、
芸
術
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
桎
梏
と
な
る
と
い
う
傾
向
を
生
じ
た
。
か
く

て
ナ
ッ
プ
内
の
作
家
や
批
評
家
の
間
に
お
い
て
さ
え
、
題
材
の
固
定
化

0

0

0

と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

芸
術
は
一
様
化

0

0

0

し
た
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
尤
も
こ
の
種
の
批
評
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
ど
れ
も
こ
れ

も
同
じ
く
ス
ト
ラ
イ
キ
や
小
作
争
議
や
闘
士
を
描
く
ば
か
り
だ
、
と
い
う
風
な
批
評
は
、
既
に
か
な
り
以
前
か
ら

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
芸
家
の
間
で
云
わ
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
一
九
三
〇
年
の
末
か
ら
翌
年
の
春
に
か
け
て

特
に
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
硬
化
」
と
い
う
こ
と
は
一
般
的
な
批
評
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
た
。
同
様

の
こ
と
が
ナ
ッ
プ
内
部
に
お
い
て
感
ぜ
ら
れ
る
に
及
び
、
作
品
の
多
様
化

0

0

0

0

0

0

が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う

よ
う
に
云
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
直
ち
に
芸
術
的
実
践
に
移
さ
れ
た
。
そ
し
て
例
え
ば
、
片
岡
鉄
兵
の
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『
愛
情
の
問
題
』、
徳
永
直
の
『
赤
い
恋
以
上
』、
江
馬
修
の
『
き
よ
子
の
経
験
』、
等
々
の
如
き
、
恋
愛
を
取
扱
っ

た
一
聯
の
作
品
が
生
産
さ
れ
た
。
然
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
蔵
原
が
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
主

題
の
積
極
性
と
い
う
こ
と
に
作
品
の
多
様
化
と
い
う
こ
と
を
た
だ
形
式
的
に
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し

い
誤
謬
に
陥
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
し
て
も
恋
愛
の
問
題
が
そ
の
も
の
と
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
中
心
的
主
題

と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
ろ
う
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
ど
こ
ま
で
も
政
治
的
、
経
済
的
、
文
化
的
、
日
常
生
活

的
、等
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
闘
争
を
も
っ
て
作
品
の
主
要
な
る
主
題
と
な
し
、

そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
間
に
お
い
て
恋
愛
の
問
題
で
も
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
描
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

恋
愛
と
い
う
如
き
題
材
を
取
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
欠
け
て
い
る
と
し
て
非

難
さ
れ
た
「
人
間
性
」、或
は
「
生
き
た
人
間
」
が
描
か
れ
得
る
よ
う
に
な
る
と
単
純
に
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
文
学
は
超
階
級
的
な
抽
象
的
な
人
間
性
一
般
で
な
く
、
階
級
的
な
、
具
体
的
な
人
間
性
を
描
く
べ

き
で
あ
り
、
然
る
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
全
的
な
、
生
け
る
人
間
は
た
だ
階
級
闘
争
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
真

に
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
が
恋
愛
の
問
題
を
そ
れ
だ
け
引
離
し
て
作
品
の
中
心
的
主
題
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
主
題
の
積
極
性
を
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。か
よ
う
に
し
て
蔵
原
は
云
っ
た
、

「
こ
れ
に
対
し
て
我
々
は
あ
く
ま
で
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
に
於
け
る
主
題
の
積
極
性
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
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階
級
闘
争
の
文
学

我
々
の
作
品
の
基
本
的
主
題
は
常
に
階
級
闘
争
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
勿
論
機
械
的
に
解
釈
し
て
我
々
は
常
に
ス

ト
ラ
イ
キ
や
小
作
争
議
の
み
0

0

を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
風
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
の
階
級
闘
争

は
政
治
的
、
経
済
的
、
文
化
的
、
日
常
生
活
的
―
―
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
存
在
す
る
。
し
か
し
我
々
が
そ
れ
を
取
扱

う
場
合
に
、
常
に
唯
一
の
革
命
的
観
点
か
ら
、
積
極
性
の
あ
る
主
題
が
選
ば
れ
、
そ
し
て
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。」
蓋
し
、
も
し
も
作
家
が
真
に
共××産
主
義
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
そ
の
党×

の
必

要
か
ら
全
然
か
け
離
れ
た
題
材
を
取
扱
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
彼
は
あ
ら
ゆ

る
問
題
を
そ
の
時
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革××命
的
課
題
と
結
び
付
け
る
と
こ
ろ
の
「
前
衛
の
観
点
」
か

ら
し
て
そ
の
題
材
に
向
う
で
あ
ろ
う
。
大
切
な
の
は
か
か
る
前
衛
の
観
点
か
ら
し
て
凡
て
の
物
を
見
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
題
材
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
前
衛
の
活
動
に
の
み
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
芸
術
家
は
も
と
よ
り
彼
の
欲
す
る
、
ま
た
彼
の
描
き
得
る
凡
て
の
題

材
を
取
扱
う
よ
う
に
許
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
寧
ろ
一
般
的
に
云
っ
て
題
材
の
広
汎
な
こ
と
は
望
ま
し
い

の
で
あ
る
が
、
然
し
ま
た
彼
が
共××産
主
義
作
家
で
あ
る
限
り
、
主
題
の
積
極
性
の
見
地
か
ら
そ
の
題
材
が
お
の
ず

か
ら
限
定
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

主
題
の
積
極
性
の
主
張
に
つ
れ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
い
て
は
前
衛
の
活
動
が
描
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
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い
う
風
に
云
わ
れ
た
と
き
、
更
に
他
の
ひ
と
つ
の
誤
謬
が
惹
き
起
さ
れ
た
。
か
か
る
誤
謬
は
、
例
え
ば
、
貴
司
山

治
の
『
忍
術
武
勇
伝
』
や
久
板
栄
二
郎
の
『
山
懸
万
歳
！
』
の
如
き
作
品
に
お
い
て
実
際
に
現
れ
た
。「
工
場
農

村
に
お
け
る
前
衛
を
描
け
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
そ
こ
で
は
「
前
衛
の
英
雄
的
行
動
を
描
く
」
と
い
う
よ
う

に
受
取
ら
れ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
前
衛
は
「
英
雄
」
と
し
て
、
或
は
「
忍
術
使
い
」
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
。
こ
の
よ

う
に
し
て
前
衛
は
現
実
の
闘
争
過
程
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
、
観
念
化
さ
れ
、
神
秘
化
さ
れ
た
。
か
か
る
「
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
英
雄
主
義
」
は
、大
衆
は
作
品
の
中
に
お
い
て
英
雄
の
行
動
を
読
む
こ
と
を
好
む
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、

貴
司
山
治
な
ど
に
よ
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
大
衆
性
の
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
唱
え

ら
れ
た
。
然
し
な
が
ら
か
く
の
如
き
主
張
は
、
実
際
に
お
い
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
前
衛
を
封
建
的
英
雄
に
し
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
「
大
衆
性
」
を
い
わ
ゆ
る
「
大
衆
文
学
」

の
大
衆
性
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
貴
司
の
場
合
ほ
ど
極
端
で
は
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
前

衛
を
描
い
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
或
る
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
の
色
彩
の
強
い
も
の
が
稀
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は

或
る
程
度
ま
で
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ひ
と
つ
に
は
、
従
来
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
方
面

で
活
動
し
た
作
家
に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
出
身
の
者
が
多
く
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
は
闘
争
に
お
い
て
と
か
く
英

雄
主
義
的
気
持
に
駆
ら
れ
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
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の
色
彩
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
作
家
及
び
批
評
家
の
側
か
ら
屡
々
云
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
貴
司

山
治
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
英
雄
主
義
」
の
主
張
は
そ
の
後
ナ
ッ
プ
に
お
い
て
も
種
々
な
る
批
判
に
出
会
っ
た
。
そ

れ
で
は
前
衛
の
正
し
い
意
味
と
位
置
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
『
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
基

礎
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。「
党×

は
先
ず
第
一
に
労
働
者
階
級
の
前
衛
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…

党×

は
労
働
者
階
級
の
先
頭
に
立
ち
、
後
者
よ
り
も
遥
か
遠
く
将
来
を
見
通
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
指
導
す
べ

き
で
あ
っ
て
、
自
然
生
長
的
な
運
動
に
決
し
て
追
随
す
る
如
き
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
の
前
衛
と
し
て
自
覚
し
、
大
衆
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
的
利
益
の
水
準
に
ま
で
高
め
得
る
党×

―
―

か
か
る
党×

の
み
が
、
労
働
者
階
級
を
組
合
主
義
と
絶
縁
せ
し
め
、
独
立
の
政
治
的
勢
力
た
ら
し
め
得
る
の
で
あ
る
。

党×

は
労
働
者
階
級
の
政
治
的
指
導
者
で
あ
る
。」「
然
し
党×

は
単
に
前
衛
た
る
の
み
で
は
な
い
。
同
時
に
そ
れ
は
そ

の
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
根こ
ん
た
い蔕

を
も
っ
て
党×

と
最
も
緊
密
に
結
び
付
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
階
級
の
一
部
隊
、
階
級
の
一

部
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、前
衛
と
い
う
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
党×

に
属
し
、

労
働
者
階
級
の
一
部
分
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
指
導
者
で
あ
り
、
大
衆
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
大

衆
の
自
然
生
長
性
の
中
に
自
己
を
没
し
て
し
ま
う
の
で
な
く
、
な
お
且
つ
独
自
の
活
動
を
保
持
す
る
者
の
こ
と
で

あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
が
真
実
の
前
衛
を
描
こ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
か
よ
う
な
認
識
の
上
に
立
た
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
英
雄
主
義
な
る
も
の
は
、
第
一
に
、「
英
雄
的
行
動
」
と
日
常
闘
争

と
を
形
式
的
に
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
誤
っ
て
い
る
。
地
味
な
日
常
闘
争
も
英
雄
的
行
動
も
、
そ
の
時
々
の
階

級
的
必
要
か
ら
生
れ
て
来
る
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
階
級
闘
争
の
発
現
形
式
た
る
こ
と
に
お
い
て
変
り
の
あ
る

べ
き
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
二
に
、
前
衛
の
英
雄
的
行
動
も
大
衆
の
力
な
し
に
は
発
揮
さ
れ
ず
、
ま

た
無
意
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
前
衛
の
英
雄
的
行
動
と
い
う
の
も
日
常
の
闘
争
や
大
衆
の
運
動

な
ど
、
現
実
の
複
雑
で
し
か
も
必
然
的
な
聯
関
の
う
ち
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
、
描
か
れ
て
こ
そ
、
初
め
て
生
き
た

も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
大
衆
化

0

0

0

の
問
題
を
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
と
っ
て
決
定
的
な
重
要
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
我
々
は
既
に
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ー
キ
化
の
問
題
と
し
て
簡
単
に
述
べ
て
お
い
た
。
こ
の
問
題
は
日××

×
×
×

本
共
産
党

が
大
衆
の
党×

と
し
て
公
然
と
立
ち
現
れ
る
に
至
っ
た
以
後
に
お
い
て
特
に
最
も
真
面
目
に
論
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
論
議
の
出
発
点
と
も
な
り
、
核
心
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
大
衆
化
の
問
題
は
、

最
初
先
ず
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
芸
術
を
全
被
抑
圧
民
衆
の
中
へ
持
ち
込
む
」
こ
と
と
し
て
問
題
に
さ
れ
た
。

そ
し
て
そ
の
方
法
と
し
て
、
組
織
の
単
純
な
小
劇
団
に
よ
る
演
劇
、
絵
ビ
ラ
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
頒
布
、
小
合
唱
団
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及
び
朗
読
隊
の
活
動
、
極
め
て
低
廉
な
小
出
版
、
等
々
、
が
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
た
。
然
し
問
題
は
、
次
に
、
当

然
、
如
何
な
る

0

0

0

0

芸
術
を
大
衆
の
中
へ
持
ち
込
む
か
と
い
う
こ
と
と
し
て
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
レ
ー
ニ

ン
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
は
如
何
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
一
、
大
衆
に
理

解
さ
れ
る
こ
と
、
二
、
大
衆
に
愛
さ
れ
る
こ
と
、
三
、
大
衆
の
感
情
と
思
想
と
意
志
と
を
結
合
し
、
こ
れ
を
高
め

る
こ
と
、
と
簡
単
明
瞭
に
答
え
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
終
局
の
目
的
が
、
レ
ー
ニ
ン
の
云
っ
た
如
く
、

「
大
衆
の
感
情
と
思
想
と
意
志
と
を
結
合
し
、
こ
れ
を
高
め
る
こ
と
」
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
無

産
階
級
的
政
治
闘
争
意
識
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
と
同

時
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
は
ま
た
大
衆
に
理
解
さ
れ
、
大
衆
に
愛
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

で
は
如
何
な
る
作
品
が
こ
の
よ
う
な
性
質
を
具
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
作
品
に
お
い
て
は
生
き
た
大

衆
が
描
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
然
し
な
が
ら
大
衆
と
は
何
で
あ
る
か
。
大
衆
と

は
決
し
て
抽
象
的
な
全
体
で
な
く
し
て
、
労
働
者
、
農
民
、
小
市
民
、
兵
士
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
層
に
分
れ
、

こ
れ
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
作
家
は
こ
の
よ
う
な
労
働
者
、
農
民
、
小
市
民
、
兵
士
等

の
層
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
に
適
応
し
た
、
そ
し
て
労
働
者
に
つ
い
て
も
各
々
の
生
産
部
門
の
線
に
沿
う
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
作

品
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
く
し
て
の
み
初
め
て
そ
れ
を
広
汎
な
る
大
衆
の
中
へ
持
ち
込
む
こ
と
が
出
来
、
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大
衆
も
ま
た
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
主
張
さ
れ
た
。
然
し
な
が
ら
、
更
に
、
そ
の
こ
と
は
そ
の

芸
術
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
弱
め
る
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
党×

は

ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ー
キ
で
あ
る
が
、
こ
の
党×

は
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
決
定
的
に
社
会
民
主
主
義
に
対
立
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ー
キ
化
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
民
主
主
義
芸
術
に

対
す
る
共××産
主
義
芸
術
の
確
立
に
よ
っ
て
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
風
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
よ

う
に
し
て
芸
術
の
大
衆
化
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
そ
れ
と
は
反
対
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
前
衛
の
行
動
が
描
か
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
英
雄

主
義
に
堕
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
更
に
ま
た
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
大
衆
性
の
主
張

に
よ
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
従
来
の
い
わ
ゆ
る
「
大
衆
文
学
」
の
類
に
堕
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
大
衆
性
に
対
す
る
努
力
は
却
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
と
っ
て
固
有
な
る
新
し
い
芸
術
性
の
発
見
の
た
め

の
努
力
と
な
っ
て
現
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
勝
本
清
一
郎
は
正
当
に
も
次
の
如
く
書
い
た
こ
と
が
あ

る
。「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
確
立
運
動
は
、
大
衆
化
運
動
と
結
び
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階

級
の
中
に
こ
そ
、
将
来
に
於
け
る
新
ら
し
い
建
設
的
な
生
活
内
容
の
萌
芽
が
あ
り
、
次
代
の
新
ら
し
い
『
芸
術
性
』

の
た
め
の
諸
条
件
の
準
備
が
あ
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
へ
と
拡
大
し
て
行
か
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
獲
得
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す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
即
ち
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
は
、
大
衆
化
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
芸
術
性
を
喪

失
し
て
ゆ
く
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
益
々
新
ら
し
い
内
容
と
、
形
式
と
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
べ
き
新
『
芸
術
性
』

の
諸
条
件
と
を
、
み
ず
か
ら
の
肉
と
も
血
と
も
骨
骼
と
も
な
し
て
行
く
の
で
あ
る
。」
と
こ
ろ
で
な
お
更
に
ま
た
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
大
衆
化
の
問
題
は
、
単
に
一
定
の
芸
術
を
大
衆
の
中
へ
持
ち
込
む

0

0

0

0

こ
と
と
し
て
の
み
問
題

に
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
他
方
に
お
い
て
大
衆
の
中
か
ら
芸
術
を
取
り
上
げ
る

0

0

0

0

0

こ
と
と
し
て
問

題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
こ
の
こ
と
も
ま
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
発
展
過
程
に
お
い
て
次
第
に
な

さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
は
、
一
九
三
〇
年
の
春
に
「
報
告
文
学
」、

「
記
録
文
学
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
以
来
、
そ
の
こ
と
を
意
識
的
に
実
行
し
て
来
た
。
同
時
に
そ
の
当
時
広

汎
な
大
衆
の
間
に
お
い
て
も
自
分
自
身
の
文
学
を
持
た
う
と
す
る
要
望
が
か
な
り
盛
ん
に
な
り
始
め
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
工
場
や
農
村
で
働
く
労
働
者
及
び
農
民
の
間
で
作
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
具
体
的
な
、
現
実
的

な
題
材
を
捉
え
た
報
告
文
学
、
記
録
文
学
の
類
は
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
出
身
の
「
作
家
」
の
作
品
が
と
も
す
れ

ば
公
式
主
義
、
観
念
主
義
に
陥
る
傾
向
の
あ
る
に
対
し
て
、
こ
の
危
険
に
反
省
を
与
え
、
そ
れ
を
除
去
す
る
と
い

う
重
要
な
役
目
を
も
演
ず
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
文
学
が
個
々
の
事
件
の
報
告
乃
至
記
録
に

と
ど
ま
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
も
そ
れ
自
身
と
し
て
も
ち
ろ
ん
高
い
意
義
を
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も
っ
て
い
る
が
、
な
お
そ
の
意
義
は
主
と
し
て
資
料
的
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
真
の
芸
術
に
高
ま
り
、
か

く
て
大
衆
の
組
織
者
と
し
て
、教
育
者
と
し
て
は
た
ら
く
も
の
に
な
る
よ
う
に
指
導
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

こ
れ
は
近
年
特
に
問
題
に
さ
れ
て
来
た
「
文
学
サ
ー
ク
ル
」
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
任
務
で
あ
る
。

さ
て
右
の
若
干
の
例
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論
は
絶
え
ず

ジ
グ
ザ
グ
の
道
を
歩
い
て
、
然
し
絶
え
ず
そ
の
一
面
性
、
抽
象
性
を
克
服
し
な
が
ら
進
ん
で
来
た
。
理
論
が
一
面

的
、
抽
象
的
で
あ
っ
た
限
り
、
或
は
作
家
が
理
論
を
一
面
的
、
抽
象
的
に
受
け
取
っ
て
実
践
し
た
限
り
、
理
論
は

創
作
に
と
っ
て
桎
梏
と
な
り
、
或
は
創
作
を
誤
っ
た
道
へ
引
き
込
ん
だ
。
然
し
全
体
と
し
て
そ
の
文
学
理
論
が
進

歩
し
て
来
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
進
歩
の
あ
と
は
弁
証
法
的
な
思
惟
方
法
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

勝
利
0

0

を
示
し
て
い
る
。プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論
の
完
成
は
も
ち
ろ
ん
将
来
に
期
待
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

た
だ
見
逃
し
得
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
あ
っ
て
は
、
理
論
が
多
く
創
作
の
先

に
立
つ
或
は
先
走
る
傾
向
が
あ
り
、
逆
に
創
作
が
理
論
を
引
摺
っ
て
行
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
殆
ど
見
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
従
来
の
我
が
国
に
は
な
お
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
と
し
て
真
に
偉
大
な
作

家
が
出
て
お
ら
ず
、
ま
た
真
に
偉
大
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
品
が
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
謙
遜
に
認
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
品
に
は
偉
大
な
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
創
作
に
対
し
て
い
つ
も
指
導
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的
位
置
に
あ
っ
た
文
学
理
論
が
全
然
間
違
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
の
で
は
な
い
。そ
の
理
論
は
も
と
よ
り
形
式
的
、

抽
象
的
に
陥
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
正
し
い
方
向
に
向
っ
て
発
達
し
て
来
た
と
云
わ
れ
得
る
。
或

は
寧
ろ
次
の
如
く
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
方
面
に
は
従
来
い
わ
ば
「
理
論

家
」
と
「
創
作
家
」
と
の
中
間
に
あ
っ
て
両
者
を
正
し
く
媒
介
す
る
よ
う
な
勝
れ
た
「
批
評
家
」
と
い
う
も
の
が

存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
た
め
に
他
に
対
し
て
理
論
と
創
作
と
の
間
に
あ
る
距
離
を
特
に
甚
し
い
も
の
に

見
せ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
批
評
家
は
「
批
評
家
」
と
い
う
よ
り
も
却
っ
て
「
理
論
家
」
で
あ
っ
た
が
た
め

に
、
一
般
的
原
則
及
び
普
遍
的
原
理
を
ど
の
よ
う
な
個
々
の
作
家
、
ど
の
よ
う
な
個
々
の
作
品
に
対
し
て
も
押
し

付
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
及
び
作
品
の
有
す
る
特
殊
性
に
沿
う
て
こ
れ
を
誘
導
す
る
と
共
に
、
ま
た
創
作
に
と
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
適
切
な
特
殊
な
方
針
や
処
方
箋
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
批
評
家
は
も
ち
ろ
ん

一
般
的
原
理
を
し
っ
か
り
掴
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
彼
は
そ
の
原
理
を
あ
ら
ゆ
る

場
合
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
向
っ
て
一
様
に
適
用
す
べ
き
で
な
く
、現
実
の
個
々
の
作
家
及
び
作
品
に
つ
い
て
行
き
、

そ
の
原
理
を
む
き
出
し
の
侭
で
な
し
に
十
分
具
体
化
さ
れ
特
殊
化
さ
れ
た
姿
に
お
い
て
示
す
こ
と
を
怠
っ
て
は
な

ら
な
い
。
批
評
家
は
剛
直
で
な
く
、
し
な
や
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
批
評
家
は
理
論
家
の
理
論
を
そ
れ
ぞ
れ
の

作
家
や
作
品
に
よ
っ
て
「
媒
介
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
「
批
評
家
」
が
欠
け
て
い
た
た
め
に
、
作
家
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も
理
論
家
の
云
う
と
こ
ろ
を
形
式
的
に
理
解
し
、
そ
こ
か
ら
彼
の
創
作
を
一
面
的
な
、
従
っ
て
間
違
っ
た
方
向
に

導
い
た
と
い
う
こ
と
が
決
し
て
少
な
く
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
理
論
家
」
は
多
い
が
、真
の
「
批
評
家
」

と
い
う
も
の
が
な
く
、
批
評
家
が
あ
ま
り
に
理
論
家
で
あ
っ
て
批
評
家
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
の
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
に
お
い
て
文
学
理
論
と
創
作
活
動
と
の
間
の
関
係
が
硬
直
化
し
、
屈
伸
性
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
の
ひ
と
つ
の
理
由
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

七　
芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
大
衆
化
の
問
題
と
並
ん
で
最
も
盛
ん
に
論
争
さ
れ
た
の
は
恐
ら
く
芸
術
的
価
値
と
政
治

的
価
値
の
問
題
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
の
問
題
が
特
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
陣
営
内
部
の
問
題
で
あ
っ
た
に
反

し
て
、
こ
の
問
題
は
広
く
一
般
文
壇
の
関
心
を
惹
い
た
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
後
の
問
題
も
前
の
問
題
と
同
じ

く
、
今
に
至
る
ま
で
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
っ
て
絶
え
ず
繰
り
返
し
て
現
れ
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
の
場
合
に
論

議
の
中
へ
這
入
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
関
す
る
限
り
、
二
つ
の
中
心
問

題
を
形
造
っ
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
の
問
題
に
多
く
の
理
論
家
を
動
員
す
る
こ
と
に
な
っ
た
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
平
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林
初
之
輔
の「
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
―
―
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
理
論
の
再
吟
味
」（
一
九
二
九
年
三
月
）【『
文

学
理
論
の
諸
問
題
』】
で
あ
っ
た
。
平
林
は
そ
こ
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
疑
問
を
も
っ
て
始
め
て
い
る
。「
ダ
ン
テ
の

作
品
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
シ
ン
ク
レ
ア
の
作
品
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
貫
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ダ
ン
テ
の
作
品
は
、
芸
術
的
に
シ
ン
ク
レ
ア
の
作
品
よ
り
も
劣
っ
て

い
る
！
」
然
り
！
と
或
る
人
は
こ
れ
に
賛
成
し
て
、
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
芸
術
作
品
の
価
値
は
、
そ
の
作
品
の
も

つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
勝
利
の
た
め
に
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
に
の
み
芸

術
作
品
の
価
値
が
あ
る
。
否
！
と
或
る
人
は
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
芸
術
作
品
の
全
価
値
を
決
定

す
る
要
素
で
は
な
い
。
そ
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
勝
利
の
た
め
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
芸
術
本
来
の
性
質

と
は
没
交
渉
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
し
く
は
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
は
政
治
的
規
定
を
与
え
ら

れ
た
文
学
で
あ
る
。
政
治
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
も
と
に
立
つ
文
学
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
曖
昧
に
ご
ま
か
し
た
り
、

糊
塗
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
芸
術
や
文
学
か
ら
出
発
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
乃
至
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
企
図
は
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
と
抛
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
芸
術
や
文
学

を
社
会
の
現
象
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
芸
術
や
文
学
は
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
命
令
さ
れ
規
定
さ
れ

て
、
政
治
的
闘
争
の
用
具
と
な
る
約
束
を
少
し
も
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
し
く
は
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マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
み
が
そ
れ
を
も
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
芸
術
の
立
場

で
は
な
く
て
政
治
の
立
場
か
ら
、
文
学
論
か
ら
で
は
な
く
て
政
治
論
か
ら
出
発
し
て
の
み
合
理
化
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
か
く
て
苟
も
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
で
あ
る
限
り
、
芸
術
的
価
値
は
完
全
に
政
治
的
価
値
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
も

と
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
す
る
文
学
批
評
は
、
つ
ね
に
、
先
ず
政
治
的
見

地
か
ら
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
政
治
的
意
識
の
弛
緩
は
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
作
家

に
と
っ
て
は
致
命
的
で
あ
る
。「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
あ
や
ふ
や
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
技
巧
に
お
い
て
は
す
ぐ
れ

て
来
た
」
と
い
う
よ
う
な
評
語
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
作
家
に
と
っ
て
は
少
し
も
名
誉
と
は
な
り
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
我
々
は
文
芸
作
品
を
批
評
す
る
に
あ
た
っ
て
純
然
た
る
政
治
的
評
価
に
の
み
頼
る
わ
け
に
は

ゆ
か
な
い
。
こ
の
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
一
般
的
理
論
の
真
実
性
を
認
め
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス

主
義
の
真
実
性
を
認
め
な
が
ら
、
我
々
は
非
マ
ル
ク
ス
主
義
作
品
の
も
つ
魅
力
に
も
打
た
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
魅

力
に
打
た
れ
る
以
上
は
そ
れ
を
あ
り
の
ま
ま
に
告
白
す
る
よ
り
外
は
な
い
。こ
の
点
が
最
も
重
要
な
の
で
あ
る
が
、

も
し
我
々
の
云
っ
た
こ
と
が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
と
は
遂
に
「
調
和
」
し
得
な
い

と
我
々
は
信
ず
る
の
で
あ
る
。
両
者
を
統
一
す
る
芸
術
理
論
は
あ
り
得
な
い
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主

義
文
学
理
論
は
両
者
の
統
一
で
は
な
く
て
、
政
治
的
価
値
に
芸
術
的
価
値
を
従
属
せ
し
め
、
こ
れ
を
そ
の
ヘ
ゲ
モ



一
五
九

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

ニ
ー
の
も
と
に
お
か
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
力
で
、
権
威
で
結
合
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
現
在
の
マ
ル
ク
ス
主
義
芸
術
理
論
は
、
一
つ
の
政
策
論
で
あ
り
、
政
治
論
で
あ
っ

て
、
芸
術
論
と
名
づ
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
信
ず
る
。
だ
か
ら
、
幾
分
寄
木
細
工
的
な
感
あ
る
現
在
の
マ
ル
ク

ス
主
義
芸
術
論
を
解
体
し
て
、
政
治
的
部
分
と
芸
術
的
部
分
と
に
還
元
し
、
こ
れ
を
明
白
に
規
定
し
な
お
す
必
要

が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
平
林
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
再
検
討
」
の
理
論
は
「
懐
疑
論
」
と
も
「
二
元
論
」
と
も
呼
ば
れ
て
、

幾
多
の
反
駁
に
出
会
っ
た
。
然
し
我
々
は
こ
の
再
検
討
が
漠
然
と
感
ぜ
ら
れ
て
い
た
問
題
を
意
識
的
に
し
、
そ
れ

ま
で
「
幾
分
寄
木
細
工
的
な
感
」
の
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
理
論
に
重
要
な
反
省
を
与
え
た
と
い
う
意
義
を

決
し
て
没
却
す
べ
き
で
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
我
が
国
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
理
論
を
単
な
る
一
般
論
の
範

囲
に
と
ど
め
ず
、
文
学
理
論
と
し
て
特
殊
化
せ
し
め
る
一
契
機
と
な
っ
た
。「
凡
て
の
安
易
な
、
従
っ
て
欲
の
な

い
人
々
に
と
っ
て
如
何
な
る
歓
喜
、
如
何
な
る
慰
楽
で
あ
る
か
、
数
個
の
命
題
か
ら
成
れ
る
要
領
の
中
に
一
切
の

科
学
を
押
し
込
め
、
唯
一
つ
の
鍵
の
助
け
を
借
り
て
、
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
秘
密
に
徹
し
得
る
の
可
能
を
も
つ
こ
と

は
！
倫
理
、
美
学
、
言
語
学
、
歴
史
的
批
評
及
び
哲
学
の
凡
て
の
問
題
を
唯
一
つ
の
問
題
に
帰
せ
し
め
て
、
か
く

の
如
く
に
し
て
、
一
切
の
困
難
を
回
避
す
る
こ
と
は
！
」
と
マ
ル
ク
ス
追
随
者
を
も
っ
て
任
ず
る
イ
タ
リ
ヤ
の
哲



一
六
〇

学
者
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ラ
ブ
リ
オ
ラ
が
云
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
平
林
の
指
摘
し
た
問
題
は
決
し
て
一
般
的
公
式
を
も

っ
て
片
附
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
問
題
に
対
し
て
ナ
ッ
プ
の
文
学

理
論
家
た
ち
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
て
来
た
と
こ
ろ
は
、
次
の
諸
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一0

、
芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値
と
を
分
離
し
て
考
え
る
二
元
論
の
根
柢
に
は
な
お
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」

と
い
う
思
想
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
思
想
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

的
な
文
学
論
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
社
会
的
根
拠
が
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
が
云
っ

た
如
く
、「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
へ
の
傾
向
は
、
芸
術
家
と
そ
れ
を
囲い
に
ょ
う繞

す
る
社
会
的
環
境
と
の
間
に
不
調
和
が

存
在
す
る
と
き
に
発
生
す
る
。」
こ
れ
に
反
し
て
芸
術
家
が
そ
の
社
会
的
環
境
と
有
機
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
と

き
に
は
、
芸
術
に
関
す
る
「
功
利
的
見
解
」
が
生
じ
、
喜
ん
で
階
級
の
闘
争
に
参
加
せ
ん
と
す
る
要
求
を
感
ず
る

も
の
で
あ
る
。
芸
術
の
た
め
の
芸
術
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
の
は
、ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
が
崩××壊
し
つ
つ
あ
り
、

し
か
も
芸
術
家
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
握
手
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
ま
た
握
手
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
い
う

事
情
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。

二0

、
い
っ
た
い
芸
術
と
は
何
で
あ
る
か
。
既
に
ト
ル
ス
ト
イ
の
如
き
も
こ
れ
に
答
え
て
云
っ
て
い
る
、「
芸
術

は
人
と
人
と
を
結
合
す
る
手
段
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。」「
人
間
の
思
想
と
経
験
と
を
伝
え
る
言
語
が
人
と
人
と
を
結



一
六
一

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

合
す
る
手
段
と
な
る
如
く
、
芸
術
も
ま
た
全
く
同
じ
よ
う
に
作
用
す
る
。
唯
こ
の
結
合
の
手
段
が
言
語
に
よ
る
結

合
の
手
段
と
異
な
る
特
殊
性
は
、
言
語
に
よ
っ
て
人
は
自
己
の
思
想
を
他
人
に
伝
え
る
に
反
し
て
、
芸
術
に
よ
っ

て
人
は
自
己
の
感
情
を
互
い
に
伝
え
る
、
と
い
う
点
に
存
す
る
。」「
芸
術
活
動
は
他
人
の
感
情
に
伝
染
す
る
と
い

う
人
間
の
能
力
の
上
に
そ
の
基
礎
を
有
し
て
い
る
。」「
芸
術
と
は
、
一
人
の
人
間
が
意
識
的
に
、
或
る
一
定
の
外

的
記
号
を
用
い
て
彼
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
た
感
情
を
他
人
に
伝
え
、他
人
が
こ
の
感
情
に
伝
染
さ
れ
て
経
験
す
る
、

と
い
う
こ
と
よ
り
成
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
活
動
で
あ
る
。」
ト
ル
ス
ト
イ
が
こ
こ
で
単
に
感
情
と
云
っ
た
も
の
に

思
想
を
も
附
け
加
え
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
芸
術
は
感
情
と
思
想
と
の
「
伝
染
」
と
い
う
意
義
を

有
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
で
に
感
情
と
思
想
と
の
「
伝
染
」
で
あ
る
以
上
、
凡
て
の
芸
術
は
そ
の
本
質
に
お
い
て

必
然
に
ア
ヂ
テ
ー
シ
ョ
ン

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
ま
た
必
然
に

政
治
的
価
値
と
結
合
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三0

、
芸
術
的
価
値
と
は
何
で
あ
る
か
。
芸
術
の
価
値
は
そ
の
社
会
的
価
値
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
芸
術
の
価
値

は
そ
の
芸
術
が
一
定
の
社
会
に
お
い
て
如
何
な
る
役
割
を
演
ず
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
然
し

社
会
自
身
が
発
展
す
る
の
だ
か
ら
芸
術
の
価
値
の
絶
対
的
基
準
は
あ
り
得
な
い
。
芸
術
の
価
値
は
社
会
的
価
値
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
社
会
的
価
値
と
い
う
こ
と
を
狭
い
意
味
の
政
治
的
価
値
と
い
う
こ
と
に
だ
け
限
定
し
て
は
な



一
六
二

ら
な
い
。
そ
れ
は
後
者
よ
り
も
も
っ
と
広
い
。」
と
い
う
の
が
そ
の
意
見
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
も
し
政
治
的
価

値
と
い
う
語
を
社
会
的
価
値
（
し
か
し
こ
れ
も
最
も
広
い
意
味
に
お
け
る
政
治
的
価
値
で
あ
る
）
と
い
う
語
で
置

き
換
え
る
な
ら
ば
、
芸
術
の
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
と
は
何
等
対
立
す
べ
き
も
の
で
な
く
、
乖
離
す
べ
き
も

の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
、
芸
術
の
価
値
を
そ
の
時
々
刻
々
の
社
会
的
功
利
価
値
だ
け
に
限

定
し
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
う
す
れ
ば
そ
れ
は
単
な
る
相
対
主
義
の
誤
謬
に
陥
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
般
的
に
云
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
「
階
級
的
必
要
」
を
目
標
と
し
て
作
品
を
書

か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
こ
の
「
階
級
的
必
要
」
と
い
う
こ
と
を
極
め
て
狭
く
解
釈
し
て
、
そ
れ
を
運
動
の

当
面
の
、
時
々
刻
々
の
必
要
と
い
う
こ
と
に
の
み
限
定
し
て
考
え
る
の
は
、
正
し
い
見
方
と
は
云
わ
れ
な
い
。
階

級
的
必
要
に
凡
て
の
も
の
を
従
属
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
全
く
正
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
然

し
こ
の
こ
と
を
闘
争
の
時
々
刻
々
の
必
要
に
よ
っ
て
他
の
凡
て
が
犠
牲
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
風

に
理
解
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
ル
ナ
チ
ャ
ル
ス
キ
ー
の
『
マ
ル
ク
ス
主
義
文
芸
批
評
の
任
務
に
関
す
る
テ
ー

ゼ
』
に
は
次
の
如
く
書
い
て
あ
る
。「
批
評
家
・
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
全
く
実
際
的
な
問
題
を
課
し
た
作
品
の
み

を
意
義
あ
る
も
の
と
考
え
て
は
い
け
な
い
。
当
面
の
問
題
の
提
出
の
特
殊
な
重
要
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
一
見
あ
ま
り
に
一
般
的
な
或
は
か
け
離
れ
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
際
は
注
意
深
く
検
討
す
れ
ば
社
会
生
活



一
六
三

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

に
影
響
を
及
ぼ
す
と
こ
ろ
の
問
題
の
提
出
の
巨
大
な
る
意
義
を
否
定
す
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
で
あ
る
。」

四0

、
芸
術
と
政
治
と
の
関
係
が
正
し
く
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
機
械
的
に
で
な
く
、
弁
証
法

的
に
見
ら
れ
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
政
治
と
芸
術
と
の
統
一
と
差
別
」
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

嘗
て
云
わ
れ
た
、
芸
術
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
の
「
特
等
席
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
根
柢
か
ら
破

ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
然
し
政
治
と
芸
術
と
を
機
械
的
に
結
合
し
て
、
芸
術
の
政
治
に
対
す
る
差
別
乃
至
特
殊

性
を
滅
却
し
て
し
ま
う
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
両
者
の
差
別
を
認
め
つ
つ
も
、
現
在
の
段
階
即
ち
い
わ
ゆ
る
「
レ

ー
ニ
ン
的
段
階
」に
お
け
る
芸
術
に
対
す
る
政
治
の
指
導
的
地
位
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。「
文

学
は
党×

の
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
レ
ー
ニ
ン
の
言
葉
が
階
級
闘
争
の
実
践
に
よ
る
政
治
と
芸

術
と
の
弁
証
法
的
統
一
に
お
い
て
生
か
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

八　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題

マ
ル
ク
ス
主
議
文
学
論
に
お
い
て
、
芸
術
の
大
衆
化
、
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
の
問
題
に
次
い
で
重
要
な

位
置
を
占
め
る
第
三
の
問
題
は
、
多
分
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は

そ
れ
が
よ
り
直
接
に
文
学
そ
の
も
の
に
関
係
し
た
問
題
で
あ
る
だ
け
政
治
論
か
ら
区
別
さ
れ
得
る
限
り
に
お
け
る



一
六
四

文
学
論
の
見
地
か
ら
大
切
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

い
っ
た
い
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
何
を
い
う
の
で
あ
る
か
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
に
関
し
て
も
最

初
の
見
通
し
を
与
え
た
蔵
原
は
書
い
て
い
る
。「
一
般
に
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
何
で
あ
る
か
？
芸
術
論
上
に
於
け
る

リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
等
し
く
現
実
に
対
す
る
芸
術
家
の
態
度
か
ら
生

れ
て
来
る
。
若
し
も
芸
術
家
が
現
実
に
対
す
る
に
先
験
的
な
観
念
を
も
っ
て
こ
れ
に
望
み
、
こ
の
イ
デ
ー
に
従
っ

て
現
実
を
改
造
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
描
き
出
し
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
生
れ
て
来
る
芸
術
は
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
の
芸
術

で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
芸
術
家
が
現
実
に
対
す
る
に
何
等
先
験
的
な
主
観
的
な
観
念
を
持
た
ず
し
て
、
現
実
を

現
実
と
し
て
そ
れ
を
客
観
的
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
芸
術
が
生
れ
て
来
る
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
特
徴
は
、
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
の
芸
術
は
主
観
的
、
空
想
的
、
観
念
的
、
抽
象
的
で
あ
り
、
リ

ア
リ
ズ
ム
の
芸
術
は
客
観
的
、
現
実
的
、
実
在
的
、
具
体
的
で
あ
る
。
そ
し
て
極
く
一
般
的
に
云
う
な
ら
ば
、
イ

デ
ア
リ
ズ
ム
は
没
落
し
つ
つ
あ
る
階
級
の
芸
術
態
度
で
あ
る
に
対
し
て
リ
ア
リ
ズ
ム
は
勃
興
し
つ
つ
あ
る
階
級
の

芸
術
態
度
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。」
と
こ
ろ
で
近
代
的
リ
ア
リ
ズ
ム
、
言
い
換
え
れ
ば
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・

リ
ア
リ
ズ
ム
は
か
の
「
自
然
主
義
」
と
共
に
発
生
し
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
十
九
世
紀
の
後
半
か
ら
ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
に
代
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
転
換
の
背
後
に
は
没
落
し
つ
つ
あ
る
地
主
階
級
と
勃
興
し
つ
つ
あ



一
六
五

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

る
近
代
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
の
階
級
闘
争
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
没
落
し
つ
つ
あ

る
地
主
階
級
の
文
学
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
没
落
し
ゆ
く
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
つ
ね
と
し
て
、
空
想

的
、
観
念
的
、
伝
統
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
自
然
主
義
文
学
は
、
現
実
へ
の
復
帰
、
因
襲
の
打
破
、
個
性

の
解
放
を
そ
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
新
興
階
級
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
共
通
な
も
の
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
擡
頭
し
つ
つ
あ
る
階
級
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
同
じ
よ
う
に
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場

を
と
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
現
実
に
対
す
る
態
度
は
あ
く
ま
で
も
客
観
的
、
現
実
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
如
何
な
る
点
に

お
い
て
相
違
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
0

0

、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
は
個
人
主
義
の
立
場
で
あ
っ
た
。
自
然

主
義
文
学
は
そ
の
出
発
点
を
個
人
の
中
に
有
し
、
し
か
も
個
人
の
中
に
永
遠
に
し
て
絶
対
的
な
も
の
を
求
め
て
、

そ
れ
を
、「
人
間
の
生
物
学
的
本
性
」に
お
い
て
得
た
。
然
し
な
が
ら
現
実
に
お
い
て
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
た「
人

間
」
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
し
、
ま
た
そ
の
「
本
性
」
な
る
も
の
も
そ
の
社
会
、
そ
の
時
代
か
ら
引
き
離
さ

れ
て
は
一
の
抽
象
た
る
に
過
ぎ
ぬ
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
か
よ
う
な
個
人
的
立
場
を
棄
て
て
社
会
的
観
点
を
獲

得
す
べ
き
で
あ
る
。
我
々
は
社
会
的
問
題
を
も
「
個
人
の
本
性
」
に
帰
せ
ん
と
す
る
方
法
に
対
抗
し
て
、
凡
て
の
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個
人
的
問
題
を
も
社
会
的
観
点
か
ら
見
て
ゆ
く
と
い
う
方
法
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
0

0

、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
作
家
は
明
確
な
階
級
的
観
点
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
の
言
葉
で
云
え
ば
、
彼
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

前
衛
の
眼
を
も
っ
て
こ
の
世
界
を
見
、
そ
れ
を
描
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
彼
は
真
の
リ

ア
リ
ス
ト
た
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
な
い
限
り
、
世
界
は
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
、
そ
の
発
展
に
お
い
て
見

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
社
会
は
絶
え
ず
進
展
し
つ
つ
あ
り
、
そ
し
て
社
会
発
展
の
推
進
力
と
な
る
も
の

は
階
級
と
階
級
と
の
協
調
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
そ
の
公
然
た
る
も
し
く
は
隠
密
の
闘
争
で
あ
る
。
階
級
闘
争

が
社
会
の
真
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
現
実
を
そ
の
発
展
に
お
い
て
、
従
っ
て
ま
た
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
眺
め
る
こ

と
の
出
来
る
者
は
、
現
在
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
的
観
点
を
獲
得
し
た
者
の
み
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
政
治
論
か
ら
区
別
さ
れ
得
る
限
り
に
お
け
る
文
学
論
の
見
地
か
ら
云
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
リ
ア
リ

ズ
ム
の
理
論
に
対
し
て
一
時
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
綜
合
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
理
論
で
あ
っ
た
。

こ
の
理
論
は
マ
ー
ツ
ァ
の
『
欧
洲
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
道
』
か
ら
直
接
に
取
っ
て
来
ら
れ
た
。
マ
ー
ツ
ァ
は
そ

の
中
で
書
い
て
い
る
。「
も
し
も
芸
術
家
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
現
実
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
な
、
隔
離
さ
れ
た
偶
然

な
場
面
及
び
現
象
の
限
界
に
よ
っ
て
満
足
し
な
い
な
ら
ば
、
も
し
も
彼
が
す
べ
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
す
べ
て
の
偶

然
の
中
に
全
体
と
し
て
の
現
実
と
の
聯
繋
、
過
去
及
び
未
来
へ
の
歴
史
的
道
程
と
の
聯
繋
を
見
る
な
ら
ば
―
―
そ
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現
代
階
級
闘
争
の
文
学

の
と
き
彼
は
必
然
に
啻た
だ

に
卑
俗
な
る
自
然
主
義
を
の
み
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
が
個
人
的
な
（
広
義
に
お
け
る
）
現

象
の
隔
離
さ
れ
た
る
選
択
を
の
み
許
す
と
い
う
限
り
に
お
い
て
分
析
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
も
棄
て
て
、
綜
合
的
リ
ア

リ
ズ
ム
の
道
に
進
ん
で
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。…
…
綜
合
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が
そ
の
形
式
的
プ
ラ
ン
に
お
い
て
、

分
析
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
先
ず
第
一
に
、
現
象
と
思
想
と
の
広
汎
な
、
弁
証
法

的
理
解
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
性
質
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
こ
の
綜
合
的
コ
ン
ポ

ジ
シ
ョ
ン
の
基
本
的
性
質
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

か
く
の
如
き
綜
合
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
論
は
そ
の
後
如
何
に
展
開
さ
れ
て
行
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
惟
う
に
、
蔵

原
が
『
芸
術
的
方
法
に
就
い
て
の
感
想
』
の
中
で
「
偶
然
と
必
然
」
の
問
題
に
就
い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

こ
の
理
論
の
一
発
展
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
先
ず
蔵
原
は
次
の
如
く
云
う
、「
こ
れ
ま
で

我
々
の
作
家
達
は
ス
ト
ラ
イ
キ
や
小
作
争
議
を
描
く
に
し
て
も
―
―
全
然
観
念
的
な
、
公
式
的
な
、
現
実
を
『
超

越
し
た
』、
従
っ
て
我
々
に
必
要
で
な
い
作
品
を
問
題
外
と
す
れ
ば
―
―
そ
の
多
く
は
個
々
の
ス
ト
ラ
イ
キ
―
―

個
々
の
小
作
争
議
を
描
く
に
と
ど
ま
っ
て
、
ま
た
そ
の
中
に
そ
の
時
代
の
闘
争
の
全
容
姿
を
浮
き
上
ら
せ
て
見
せ

た
作
品
は
遺
憾
な
が
ら
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
そ
こ
に
は
個
々
の
ス
ト
ラ
イ
キ
や
小
作
争
議
に
附

随
し
た
偶
然
な
出
来
事
が
、
何
等
の
整
理
な
し
に
描
か
れ
て
い
て
、
我
々
は
そ
こ
か
ら
時
代
の
本
質
を
掴
む
こ
と
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も
、
ま
た
そ
の
闘
争
に
対
す
る
作
者
の
批
判
を
聞
く
こ
と
も
で
き
な
い
。」
芸
術
が
直
感
か
ら
出
発
す
る
と
い
う

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
正
し
い
。
芸
術
は
現
実
の
中
の
多
様
性
、
個
別
性
を
そ
の
ま
ま
の
姿
で
描
き
出
す
、
と
い
う
こ

と
は
一
般
的
に
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
然
し
ま
た
芸
術
も
概
括
す
る

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

例
え
ば
作
家
が
人
間
を
描
く
場
合
、
彼
は
決
し
て
厳
密
な
意
味
で
一
人
々
々
の
人
間
を
描
く
の
で
は
な
い
。
彼
は

現
実
の
人
間
の
中
か
ら
作
者
に
必
要
な
も
の
と
不
必
要
な
も
の
と
を
区
別
し
、
一
人
の
人
間
の
中
で
も
彼
に
偶
然

に
備
っ
て
い
る
も
の
を
除
い
て
そ
の
本
質
を
取
り
出
し
、
ま
た
幾
人
か
の
人
間
を
合
し
て
一
人
の
人
物
を
創
造
す

る
。
か
よ
う
な
概
括
は
芸
術
の
場
合
に
お
い
て
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
そ
の
芸
術
の

う
ち
に
描
か
れ
た
現
実
は
何
等
生
活
認
識
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
際
芸
術
は

理
論
も
し
く
は
科
学
の
場
合
と
は
異
な
っ
た
独
自
の
仕
方
に
よ
っ
て
現
実
を
概
括
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
芸
術
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
概
括
は
こ
の
現
実
の
直
接
性
が
失
わ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
つ

ま
り
芸
術
家
は
そ
の
眼
か
ら
見
て
そ
の
現
象
に
偶
然
的
と
見
え
る
も
の
を
除
き
、
そ
れ
に
本
質
的
、
固
有
的
、
必

然
的
と
見
え
る
も
の
を
引
き
出
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
世
界
を
創
造
す
る
。
か
く
し
て
初
め
て
は
っ
き
り

と
し
た
思
想
あ
る
芸
術
と
な
る
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
は
現
実
の
現
象
を
無
差
別
に
記
録
す
る
の
で
は

な
く
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
観
点
か
ら
そ
れ
を
整
理
し
、
統
一
し
て
再
現
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
現
さ
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現
代
階
級
闘
争
の
文
学

れ
た
現
実
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
観
点
が
唯
一
の
正
し
い
観
点
で
あ
る
限
り
、
客
観
的
な
も
の
と
一
致
し
、

現
実
の
本
質
の
表
現
と
な
る
。
唯
そ
の
場
合
、
そ
れ
が
現
実
の
直
接
性
乃
至
具
象
性
を
失
わ
な
い
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
こ
で
蔵
原
が
述
べ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
も
し
も
「
概
括
」
と
い
う
こ
と
に
し
て
形
式
論
理
的
な
意
味
に
理

解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
偶
然
と
必
然
と
の
、
特
殊
と
普
遍
と
の
弁
証
法
的
関
聯
の
闡せ
ん
め
い明

と
い
う
こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
偶
然
的
な
も
の
を
単
に
偶
然
的
と
し
て
、
特
殊
的
な
も
の
を
単
に
特
殊
的
と

し
て
ふ
る
い
す
て
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
概
括
」
が
な
お
か
つ
具
象
性
を
失
わ
な
い
と

い
う
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
マ
ー
ツ
ァ
が
「
現
象
と
思
想
と
の
弁
証
法
的
理
解
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る

コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
と
云
っ
た
も
の
は
、
実
は
、
特
殊
と
普
遍
と
の
弁
証
法
的
理
解
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
コ
ン

ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
こ
と
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
に
お
け
る
「
思
想
」
は
、
も
し
も
彼
が
唯
物
論

者
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
験
的
な
観
念
と
い
う
如
き
も
の
を
意
味
し
得
ず
、
も
と
も
と
現
象
そ
の
も
の
の
中
に
含
ま

れ
る
普
遍
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
い
わ
ゆ
る
綜
合
的
リ
ア
リ
ズ
ム
な
る
も
の
は
唯

物
弁
証
法
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
こ
で
最
近
の
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
理
論
に
お
い
て
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
語
は
次
第
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に
退
け
ら
れ
て
唯
物
弁
証
法
と
い
う
語
が
そ
れ
に
代
る
よ
う
に
な
り
、「
創
作
方
法
に
お
け
る
唯
物
弁
証
法
」
と

い
う
こ
と
が
最
も
熱
心
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
最
近
の
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
に
お
け
る
レ
ー
ニ
ン
的
段
階
」

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
相
応
し
て
、
創
作
方
法
に
お
け
る
唯
物
弁
証
法
に
お
い
て
も
特
に
そ
の
政
治
的
観
点
の
重
要
性

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
現
実
の
う
ち
に
お
い
て
そ
の
本
質
的
な
も
の
を
見
得
る
眼
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
前
衛
の
眼
あ

る
の
み
で
あ
る
。
か
か
る
「
前
衛
的
観
点
」
こ
そ
は
、
漠
然
と
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と

が
社
会
民
主
主
義
的
芸
術
等
々
の
も
の
に
も
結
び
付
け
ら
れ
る
に
対
し
て
、
共××産
主
義
芸
術
確
立
の
た
め
に
必
要

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
芸
術
に
お
け
る
唯
物
弁
証
法
の
中
枢
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

九　
若
干
の
反
省

さ
て
こ
れ
ま
で
我
々
は
比
較
的
に
正
統
的
と
認
め
ら
れ
る
意
見
に
な
る
べ
く
準
拠
し
て
日
本
に
お
け
る
現
代
の

階
級
闘
争
の
文
学
も
し
く
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
叙
述
し
て
来
た
が
、
こ
こ
に
そ

れ
に
つ
い
て
若
干
の
反
省
を
加
え
て
お
く
と
い
う
こ
と
も
全
然
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。

先
ず
第
一
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
そ
れ
が
文
学
で
あ
り
、
文
学
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
云

う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
が
文
学
運
動
0

0

と
し
て
政
治
運
動
と
結
び
付
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
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政
治
運
動
一
般
0

0

で
も
な
く
、
ま
た
文
学
0

0

運
動
以
外
の
政
治
運
動
と
も
等
し
く
な
く
、
或
る
特
殊
な
運
動
で
あ
り
、

特
に
文
学
を
通
じ
て
の

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
そ
れ
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
そ
の
も
の

0

0

0

0

の
確

立
及
び
発
展
を
抜
き
に
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
文
学
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

優
越
が
、

単
に
政
治
運
動
に
よ
っ
て
で
な
く
、
ま
た
単
に
文
学
理
論
0

0

と
し
て
で
も
な
く
、
現
実
の
作
品
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
に
勝
れ
た
創
作
家

0

0

0

の
発
生
、
生
長
、
活
動
こ
そ
最
も
要
求
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
政
治
的
価
値
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
政
治
的
価
値
一
般
の
こ

と
で
も
な
く
、
芸
術
的
価
値
か
ら
離
れ
た
政
治
的
価
値
の
こ
と
で
も
な
く
、
芸
術
と
い
う
特
殊
な
も
の
が
含
み
得

る
ま
た
含
み
得
る
限
り
の
特
殊
な
政
治
的
価
値
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
文
学
が
政
治
的
実
践
か
ら
引
き
離

さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
の
現
在
の
段
階
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
政
治
的
実
践
と
全
く

無
関
係
な
位
置
に
あ
る
よ
う
な
者
は
、
そ
の
創
作
に
お
い
て
文
学
と
し
て
も

0

0

0

0

0

0

価
値
あ
る
も
の
を
制
作
す
る
こ
と
が

出
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
の
現
在
の
段
階
に
お
い
て
、
文
学
と
し
て
優
秀
な
作
品
を

作
ろ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
必
ず
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
何
等
か
の
仕
方
で
現
実
の
階
級
闘
争
に
参
加
す
る

こ
と
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
学
運
動
が
苟
も
文
学
運
動
と
し

て
認
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
が
文
学
そ
の
も
の
に
対
す
る
切
実
な
顧
慮
を
抛
棄
す
る
の
は
自
己
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
で
は
文
学
と
は
何
で
あ
る
か
。
文
学
は
「
創
作
」
に
属
す
る
。
科
学
上
の
論
文
は
創
作
と
は
云
わ
れ
な
い

に
反
し
て
、
文
学
上
の
作
品
は
創
作
と
云
わ
れ
る
。
文
学
に
お
け
る
創
作
性
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

文
学
も
ひ
と
つ
の
人
間
的
活
動
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
が
神
の
創
造
に
つ
い
て
云
わ
れ
る
如
き
何
物
も
予
想
す
る
こ

と
な
き
、
何
等
の
物
質
的
な
も
の
、
何
等
の
身
体
的
な
も
の
も
予
想
す
る
こ
と
な
き
、
純
粋
な
創
造
活
動
で
あ
り

得
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
で
あ
る
。
然
し
ま
た
か
よ
う
な
物
質
的
乃
至
身
体
的
な
も
の
が
外
的
存
在
を
意
味
す
る

と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
創
作
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
意
識
は
外
部
の
存
在
を
模
写
す

る
と
か
反
映
す
る
と
か
と
云
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
意
識
が
単
に
外
的
存
在
を
反
映
し
模
写
す
る
だ
け
の
意
味
の
も

の
と
す
れ
ば
、
創
作
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
筈
で
あ
る
。
反
映
乃
至
模
写
と
い
う
関
係
は
特
に
「
創
作
」

と
い
わ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
な
く
、そ
の
関
係
に
お
い
て
は
「
理
論
」
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、

理
論
か
ら
区
別
さ
れ
る
限
り
に
お
け
る
芸
術
と
い
う
如
き
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
も
創
作
と
い
わ
れ
る
意

識
活
動
も
、
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
身
体
乃
至
物
質
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
な
き
純
粋
な
創
造
活
動
で

あ
り
得
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
創
作
活
動
の
根
柢
に
は
、
何
か
、
外
的
物
質
或
い
は
外
的
身
体
と
は
全
く

異
な
っ
た
意
味
に
お
け
る
内
的
な
身
体
或
い
は
物
質
、よ
り
具
体
的
に
は
内
的
人
間
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、

こ
の
も
の
に
よ
っ
て
そ
れ
が
裏
か
ら
、
内
部
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
識
に
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対
し
て
い
わ
ば
二
重
の
超
越
が
あ
る
。
外
に
向
っ
て
意
識
を
超
越
せ
る
外
的
「
存
在
」
に
よ
っ
て
意
識
の
規
定
さ

れ
る
関
係
が
「
模
写
」
と
か
「
反
映
」
と
か
と
云
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
内
に
向
っ
て
意
識
を
超
越
せ
る
内
的
「
事

実
」
に
よ
っ
て
意
識
が
規
定
さ
れ
る
関
係
は
「
表
現
」
と
か
「
表
出
」
と
か
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
よ

う
に
内
に
向
っ
て
意
識
を
超
越
せ
る
も
の
は
、
外
的
存
在
が
「
客
体
」
と
云
わ
れ
る
に
対
し
て
、
客
体
と
は
云
わ

れ
ず
、「
主
体
」
と
云
わ
れ
る
の
ほ
か
な
い
。
意
識
に
お
い
て
主
体
が
映
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
主
体
が
意
識
の

う
ち
に
に
じ
み
出
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
的
人
間
も
も
と
よ
り
人
間
と
し
て
純
粋
な
精
神
と
い
う

如
き
も
の
で
な
く
、
身
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
内
に
向
っ
て
意
識
を
超
越
せ
る
主
体
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
限
り
に
お
け
る
意
識
が
私
の
パ
ト
ス
と
呼
ぼ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
即
ち
激
情
、
情
緒
、

も
し
く
は
情
熱
で
あ
る
。
パ
ト
ス
は
主
体
を
模
写
す
る
と
云
う
べ
き
で
な
く
、
そ
れ
を
表
出
す
る
の
で
あ
る
。
創

作
性
の
問
題
は
か
か
る
パ
ト
ス
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
創
作
は
「
作
家
的

情
熱
」
の
問
題
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
は
正
し
い
。
人
間
が
単
な
る
客
体
で
な
く
、
ま
た
主
体
で
あ
る
が
故
に
創

作
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
人
間
は
も
ち
ろ
ん
単
な
る
主
体
で
な
く
、
同
時
に
ま
た
客

体
で
あ
る
。
人
間
は
単
に
主
体
で
も
客
体
で
も
な
く
、
寧
ろ
主
体
と
客
体
と
の
「
中
間
者
」
と
見
ら
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
彼
は
客
体
と
し
て
い
わ
ゆ
る
客
観
的
世
界
に
属
し
、
彼
の
意
識
も
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
必
然
的
に
規
定



一
七
四

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
関
係
に
お
い
て
人
間
の
意
識
は
客
観
の
反
映
で
あ
る
。
意
識
が
主
体
で
あ
る
の
で
な
く
、
却

っ
て
意
識
は
い
わ
ば
主
体
と
客
体
と
の
中
間
に
あ
り
、
寧
ろ
人
間
が
単
な
る
客
体
で
も
な
く
、
単
な
る
主
体
で
も

な
く
、
両
者
の
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
自
身
中
間
的
と
見
ら
れ
得
る
人

間
的
意
識
の
本
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
弁
証
法
的
意
味
に
お

い
て
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
は
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
的
統
一
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
意
識
も

ま
た
根
源
的
に
性
格
付
け
ら
れ
て
い
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
雖
も
こ
の
一
般
的
な
事
態
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
そ
れ
が
、
従
来
甚

だ
屡
々
間
違
っ
て
理
解
さ
れ
た
よ
う
に
、
単
な
る
客
観
主
義
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
創
作
と
い
う
こ
と
は
そ
の

固
有
な
意
味
で
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
従
っ
て
理
論
と
芸
術
と
の
相
違
も
十
分
な
意
味
で
は
基
礎
付
け

ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
文
学
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
な
る
も
の
も
決
し
て
単
な
る
客
観
主
義
の
こ
と
で
は

あ
り
得
な
い
。
嘗
て
蔵
原
惟
人
は
『
生
活
組
織
と
し
て
の
芸
術
と
無
産
階
級
』（
一
九
二
八
年
四
月
）
と
い
う
問

題
を
論
じ
た
際
に
就
中
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
無
産
階
級
芸
術
に
は
二
つ
の
型
が
あ
る
。
こ
の
二
つ

は
も
ち
ろ
ん
截
然
と
区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
は
生
活
を
組
織
す
る
そ
の
方
法
に
お
い

て
、
か
な
り
に
根
本
的
な
相
違
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
二
つ
は
そ
の
い
ず
れ
も
が
重
要
で
あ
っ
て
一
つ
を
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も
っ
て
他
に
代
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
二
つ
の
型
と
は
何
で
あ
る
か
。
第
一
は
、
い
わ
ば
無
産
階
級
の
主
観
的

0

0

0

自
己
表
現
の
芸
術

0

0

0

0

0

0

0

と
も
名
づ
け
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
こ
の
社
会
に
お
い
て
悩
み
、
喜

び
、
憎
み
、
愛
し
つ
つ
も
、
自
己
の
解
放
の
た
め
に
血
み
ど
ろ
の
闘
争
を
続
け
つ
つ
あ
る
。
彼
は
こ
の
社
会
に
お

い
て
自
由
を
奪
わ
れ
、
圧
迫
さ
れ
、
屡
々
飢
餓
と
死
と
に
脅
か
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
も
彼
等
の
憎
悪
と
憤
怒
と

は
、
明
日
の
社
会
に
対
す
る
希
望
と
熱
情
と
共
に
、
次
第
に
高
ま
り
、
そ
れ
は
自
己
の
周
囲
に
あ
ら
ゆ
る
被
抑
圧

民
衆
を
結
成
し
て
、
今
や
こ
の
有
産
者
社
会
を
変××革
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
し
か
も
こ
の
憎
悪
、
こ
の
憤
怒
、
こ

の
激
情
、
こ
の
闘
争
、
こ
の
希
望
―
―
こ
れ
ら
は
ま
た
そ
の
自
己
の
芸
術
的
表
現
を
求
め
て
い
る
。
無
産
階
級
の

「
抒
情
詩
的
」
自
己
表
現
の
芸
術
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
に
、
現
代
生
活
の
客
観
的

0

0

0

「
叙
事
詩
的

0

0

0

0

」
展
開
が
あ
る
。

か
く
の
如
き
芸
術
が
無
産
階
級
芸
術
の
他
の
型
を
形
造
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
我
々
は
現
代
社
会
の
科
学
的
、
マ

ル
ク
ス
主
義
的
分
析
に
よ
っ
て
現
代
の
日
本
の
資
本
主
義
が
如
何
な
る
段
階
に
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
。
我
々
は

ま
た
我
が
国
に
お
け
る
労
働
者
、
農
民
、
小
市
民
等
が
如
何
な
る
客
観
的
情
勢
に
あ
る
か
を
知
り
、
そ
の
運
動
が

如
何
な
る
程
度
ま
で
進
展
し
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
る
。
然
し
も
し
も
我
々
が
科
学
的
分
析
の
助
け
の
み
を
か
り

て
こ
れ
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
た
だ
抽
象
的
、
概
念
的
に
し
か
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来

ず
、
し
か
も
そ
れ
で
は
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
更
に
、
我
が
国
に
は
如
何
な
る
労
働
者
、
農
民
、
小
市
民
、
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或
は
そ
の
他
の
人
々
が
如
何
な
る
生
活
を
し
、
そ
れ
が
如
何
な
る
感
情
と
思
想
と
意
志
と
を
有
す
る
か
と
い
う
こ

と
を
、
個
別
的
具
体
的
に
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
我
々
は
我
々
の
経
験
を
通
し
て
、
我
々
の

現
実
の
眼
を
も
っ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
し
か
も
我
々
の
限
ら
れ
た
経
験
と
限

ら
れ
た
観
察
と
を
も
っ
て
し
て
は
そ
の
凡
て
を
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。こ
こ
に
お
い
て
こ
の
点
を
補
足
し
、

そ
の
認
識
を
助
け
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
現
実
を
正
確
に
、
客
観
的
に
し
か
も
具
体
的
に
描
き
出
す
芸
術
が
現
れ

て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
現
代
生
活
の
客
観
的
叙
事
詩
的
展
開
と
し
て
の
芸
術
で
あ
る
。
ま
さ
に
か
く

の
如
く
蔵
原
は
云
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
蔵
原
が
無
産
階
級
芸
術
の
二
つ
の
型
と
し
て
区
別
し
た
と
こ
ろ

の
も
の
は
、
我
々
の
如
く
主
体
及
び
客
体
の
概
念
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
深
さ
と
広
さ
と
に
お

い
て
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
一
方
、い
わ
ゆ
る
主
観
的
抒
情
詩
的
自
己
表
現
の
芸
術
に
お
い
て
は
、我
々

の
意
味
で
主
体
的
に
規
定
さ
れ
る
方
面
の
人
間
が
特
に
描
か
れ
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
表
現
の
地
盤
と
な
る
も
の

は
パ
ト
ス

0

0

0

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
蔵
原
の
述
べ
た
よ
う
に
、
悩
み
、
喜
び
、
憎
み
、
愛
、
等
の
表
現
に
よ
っ
て
人
間

が
主
体
的
に
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
こ
れ
ら
の
心
理
を
描
く
こ
と
を
除
い
て
は
人
間
は
真
に
主
体
的
に

0

0

0

0

描
か
れ
得
な
い
。
我
々
が
人
間
を
主
体
的
に
捉
え
る
場
面
は
い
わ
ゆ
る
心
理
、
特
に
パ
ト
ス
で
あ
る
。
従
っ
て
い

わ
ゆ
る
心
理
描
写

0

0

0

0

は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
と
っ
て
も
決
し
て
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
他
方
、
蔵
原
が



一
七
七

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

現
代
生
活
の
客
観
的
叙
事
詩
的
展
開
と
い
っ
た
も
の
は
明
ら
か
に
我
々
の
い
う
客
体
の
秩
序
に
お
け
る
人
間
と
結

び
付
く
。
こ
こ
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
パ
ト
ス
で
は
な
く
、
却
っ
て
客
観
的
世
界
を
模
写
す
る
限
り
に
お
け
る

意
識
、
即
ち
パ
ト
ス
に
対
し
て
我
々
が
ロ
ゴ
ス

0

0

0

と
呼
ぼ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
蔵
原
も

認
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
如
く
、
二
つ
の
型
の
芸
術
の
区
別
は
ど
こ
ま
で
も
相
対
的
で
あ
る
。
純
粋
に
主
観
的
な

芸
術
も
、
純
粋
に
客
観
的
な
芸
術
も
な
い
。
寧
ろ
本
来
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
実
の

0

0

0

人
間
が

主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
的
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
現
実
の

0

0

0

意
識
が
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
と
の
弁
証
法

的
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
芸
術
上
に
お
け
る
真
の
意
味
の
リ
ア
リ
ズ
ム

0

0

0

0

0

も
そ
の
よ
う
な
弁
証
法
の
基

礎
の
上
に
成
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
主
体
的
方
面
に
関
し
て
は
「
真
実
性
」
が
、
そ
の
客
体
的

方
面
に
関
し
て
は
「
現
実
性
」
が
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
リ
ア
リ
ズ
ム
は
主
体
的
真
実
性

0

0

0

0

0

0

と
客
体
的

0

0

0

現
実
性

0

0

0

と
の
弁
証
法
に
お
い
て
初
め
て
十
分
な
意
味
で
成
立
す
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
わ
れ
る

も
の
も
か
く
の
如
き
性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の

根
本
に
従
っ
て
、
弁
証
法

0

0

0

を
原
理
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
リ
ア
リ
ズ
ム
も
真
の
リ
ア

リ
ズ
ム
た
る
こ
と
が
出
来
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
そ
の
た
め
に
は
従
来
の
客
観
主
義
的
偏
向
か
ら
脱
却
す

る
必
要
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
創
作
方
法
に
お
け
る
唯
物
弁
証
法
は
そ
の
根
源
的
な
意
味
で



一
七
八

は
右
の
如
き
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

然
し
な
が
ら
か
よ
う
な
我
々
の
主
張
に
対
し
て
は
容
易
に
異
論
が
生
じ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に

0

0

0

、
そ
れ

で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
は
ど
う
な
る
の
で
あ
る
か
、
と
ひ
と
は
反
問
す
る
で
あ
ろ
う
。
文
学
に
お
け
る
創
作

性
の
問
題
を
主
体
乃
至
パ
ト
ス
に
お
く
こ
と
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
全
く
排
斥
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
認
識
の
問
題
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
然
る
に
認
識
と
い
う
こ
と
も
分
析
す
れ
ば
二
つ
の
方
面
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。
理
窟
で
は
そ
の
通
り
で
あ
る
と
「
知
っ
て
」
も
、
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
本
心
か
ら
「
分

ら
」
な
い
と
い
う
風
に
人
々
は
云
う
こ
と
が
あ
る
。「
知
る
」
と
い
う
こ
と
と
「
分
る
」
と
い
う
こ
と
は
区
別
さ

れ
る
。
一
方
は
客
体
的
な
意
味
を
も
ち
、
他
方
は
主
体
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
客
体
的
に
「
正
し
い
」
と
知

っ
て
も
、
主
体
的
に
「
ほ
ん
と
」
に
分
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。「
正
し
さ
」
と
「
ほ
ん
と
」
と
が
区
別
さ

れ
得
る
。
或
る
物
の
「
理
論
」
を
正
し
く
知
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
に
分
り
、「
思
想
」
と
し
て
そ
の
人
の

う
ち
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
客
観
的
な
「
理
論
」
と
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
た
「
思
想
」
と
が

区
別
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
科
学
の
場
合
と
は
異
な
り
、
文
学
に
お
い
て
は
理
論
が
単
に
正
し
く
知
ら

れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
に
分
り
、
い
わ
ゆ
る
身
を
も
っ
て
体
得
さ
れ
、
思
想
と
し
て
主
体
的
に
生

き
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
と
き
ロ
ゴ
ス
た
る
理
論
も
パ
ト
ス
と
結
合
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て



一
七
九

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

主
体
的
な
生
命
を
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
よ
く
云
わ
れ
る
よ
う
に
、文
学
は
理
窟
だ
け
で
書
く
こ
と
が
で
き
ぬ
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
飽
く
ま
で
必
要
で
は
あ
る
が
、
更
に
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
主
体
的
に
ほ
ん
と
に
体
得
さ
れ
、

も
は
や
単
な
る
ロ
ゴ
ス
と
し
て
で
な
く
、
ま
た
パ
ト
ス
的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
論
も
芸
術
家
を

捉
え
る
や
否
や
、
主
体
的
な
激
情
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
作
家
が
政
治
的
実
践
と
没
交
渉
で
あ
り

得
な
い
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
か
ら
も
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。「
理
論
も
大
衆
を
捉
え
る
や
否
や
物
質
的
な
力

と
な
る
」
と
マ
ル
ク
ス
が
云
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

第
二
に

0

0

0

、
唯
物
弁
証
法
で
い
う
主
体
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
そ
の
党×

の
ほ
か
の
何
物
で
も
な
い
、
と
他
の
者

は
反
対
し
て
云
う
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
も
そ
の
通
り
で
あ
る
。
然
し
そ
の
と
き
主
体
と
い
う
の
は
、
正
確
に
は
、

同
時
に
ま
た
客
体
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
主
体
・
客
体
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
主
体
・
客

体
的
な
も
の
が
普
通
に
主
体
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
既
に
主
体
・
客
体
的
と
い
わ
れ
る
以
上
、
そ

こ
に
は
主
体
が
客
体
か
ら
区
別
さ
れ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
主
体
・
客
体
的
な
も
の
が
な
お
か
つ
主
体
と
い

わ
れ
る
か
ら
に
は
、
か
か
る
区
別
に
お
い
て
客
体
に
対
す
る
主
体
の
優
位
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
主
体
・
客
体
的
な
も
の
と
し
て
の
主
体
が
主
体
と
し
て

0

0

0

0

0

描
き
出
さ
れ
る
た
め
に

は
、
い
わ
ゆ
る
心
理
描
写
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
そ
の
党
と
い
っ
て
も



一
八
〇

抽
象
的
な
存
在
で
あ
る
の
で
な
く
、
芸
術
に
お
い
て
そ
れ
を
描
く
場
合
に
は
例
え
ば
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
前
衛
と
い
う

よ
う
な
具
体
的
な
人
間
を
通
じ
て
描
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
尤
も
心
理
描
写
は
こ
の
場
合
単
に
心
理
描
写
の
た

め
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
主
体
を
真
に
主
体
的
に
描
く
た
め
に
そ
れ
は
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
そ
の

現
実
に
お
い
て
は
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
単
な
る
客
観
主
義

の
如
く
解
し
て
い
る
限
り
、
決
し
て
「
生
き
た
人
間
」
は
描
か
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
に

0

0

0

、
我
々
の
理
論
は
人
間
の
社
会
性
を
没
却
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
非
難
が
起
る
か
も
知
れ
な
い
。
我
々

は
も
ち
ろ
ん
人
間
の
社
会
的
性
質
を
十
分
に
認
め
る
。
然
し
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
人
間
は
社
会
的
本
質
に
解

消
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
な
い
。
寧
ろ
我
々
に
よ
れ
ば
、人
間
は
単
な
る「
個
人
」で
も
な
く
、単
な
る「
社

会
」
で
も
な
く
、
両
者
の
「
中
間
者
」
で
あ
る
。
個
人
主
義
者
の
云
う
よ
う
に
人
間
が
単
に
個
人
的
な
も
の
で
な

い
こ
と
は
も
と
よ
り
で
あ
る
。
元
来
「
個
人
」
が
あ
る
と
云
わ
る
べ
き
で
な
く
、「
人
間
」
が
あ
る
と
云
わ
る
べ

き
で
あ
り
、
そ
し
て
人
間
は
そ
の
根
本
的
規
定
に
お
い
て
「
中
間
者
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
個
人
主
義
の
他
の
極

に
立
つ
普
遍
主
義
も
ま
た
誤
謬
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
と
も
す
れ
ば
普
遍
主
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
言
い

換
え
れ
ば
、
人
間
的
本
質
は
全
く
社
会
的
本
質
で
あ
る
と
考
え
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
然
し
な

が
ら
も
し
も
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
を
全
然
認
め
な
い
と
す
れ
ば
、
芸
術
を
初
め
一
切
の
文
化
の
発
展
は
考
え
ら



一
八
一

現
代
階
級
闘
争
の
文
学

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
ま
た
そ
う
い
う
個
人
も
他
面
に
お
い
て
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
人
間
を「
個

人
」
と
考
え
た
上
で
個
人
と
社
会
と
の
弁
証
法
を
考
え
る
見
方
と
雖
も
正
し
い
と
は
云
わ
れ
ず
、
寧
ろ
、「
人
間
」

は
そ
の
全
き
具
体
性
と
現
実
性
と
に
お
い
て
単
な
る
個
人
で
も
単
な
る
社
会
で
も
な
き
両
者
の
「
中
間
者
」
と
考

え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
中
間
が
弁
証
法
的
意
味
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
と
雖
も
「
生
き
た
人
間
」
を
描
こ
う
と
す
る
限
り
、か
よ
う
な
見
地
を
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。



一
八
二

今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学	

【1933.4

】

一

こ
の
頃
わ
が
国
の
文
壇
の
一
部
に
お
い
て
も
文
学
と
倫
理
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
文
学
と
倫
理

と
い
え
ば
、
あ
ま
り
に
旧
い
問
題
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
最
近
あ
ら
た
め
て
問
題
に
さ
れ
る
と
い
う
に

は
、
な
に
か
特
別
の
理
由
、
な
に
か
新
し
い
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
い
ま
文
芸
批
評
家
た
ち
に
よ

っ
て
提
出
さ
れ
た
こ
の
問
題
を
哲
学
的
に
少
し
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
と
思
う
。＊

＊　

批
評
家
は
現
実
に
書
か
れ
た
作
品
よ
り
も
彼
の
頭
に
描
く
可
能
な
る
作
品
に
つ
い
て
批
評
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例

え
ば
ニ
ー
チ
ェ
の
『
悲
劇
の
誕
生
』
そ
の
ほ
か
の
場
合
を
見
よ
。

こ
の
問
題
は
今
日
全
く
新
し
く
、
し
か
も
根
源
的
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
の
こ
と
を
さ
し

あ
た
り
二
つ
の
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
に
、倫
理
は
従
来
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
ロ
ゴ
ス
（
理
性
）

の
こ
と
と
見
ら
れ
て
来
た
。
し
か
る
に
今
度
は
そ
れ
が
パ
ト
ス
、
即
ち
激
情
、
情
熱
等
と
直
ち
に
結
び
附
け
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
倫
理
の
問
題
が
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
に
捉
え



一
八
三

今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学

ら
れ
た
場
合
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
ス
ト
ア
の
倫
理
学
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
徳
は
パ
ト
ス
な
き
こ
と
（
ア
パ
テ

イ
ア
）
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
だ
の
に
今
日
の
文
学
に
お
い
て
は
、
パ
ト
ス
的
で
あ
る
こ
と
が
倫
理
的
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
あ
ま
り
に
冒
険
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
文
学
と
倫
理
の
問
題
は
、現
に
、

か
く
の
如
き
冒
険
に
お
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
が
通
俗
倫
理
は
も
と
よ
り
、
観
念
論
的

倫
理
学
の
立
場
と
も
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
に
、
倫
理
の
問
題
は
こ

れ
ま
で
多
く
の
場
合
理
想
主
義
的
に
見
ら
れ
て
来
た
。
そ
こ
で
倫
理
と
芸
術
と
の
統
一
と
い
う
こ
と
も
、
コ
ー
ヘ

ン
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
観
念
論
的
美
学
の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
た
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の

立
場
に
お
い
て
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
な
ど
の
し
た
よ
う
に
、
倫
理
と
い
う
も
の
を
美
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

れ
と
芸
術
と
の
結
合
が
企
て
ら
れ
た
。
し
か
る
に
い
ま
我
々
の
間
で
文
学
と
倫
理
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て

い
る
と
き
、
そ
れ
は
か
よ
う
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
乃
至
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
と
は
ま
る
で
反
対
の
立
場

に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
徹
底
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
離
れ
な
い
。
例
え
ば
、

ラ
モ
ン
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
ジ
ー
ド
は
フ
ラ
ン
ス
の
あ
ら
ゆ
る
作
家
の
な
か
で
本
来
の
科

学
的
精
神
を
具
え
た
唯
一
の
人
で
あ
る
。
我
々
は
ジ
ー
ド
を
リ
ア
リ
ス
ト
と
い
い
、
こ
の
よ
う
な
ジ
ー
ド
に
お
い

て
モ
ラ
ル
の
問
題
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
或
い
は
ま
た
我
々
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
偉
大
な
る
リ
ア
リ
ス
ト
と
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呼
ぶ
、
そ
し
て
我
々
は
こ
の
人
に
お
い
て
倫
理
の
問
題
が
甚
だ
鋭
く
、
甚
だ
深
く
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
リ
ア

リ
ズ
ム
と
倫
理
と
は
如
何
に
し
て
結
び
附
き
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
に
か
の
理
想
、
な
に
か
の
当
為
を
思
う
こ

と
な
し
に
倫
理
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
右
の
二
つ
の
点
に

今
日
の
文
学
に
お
け
る
倫
理
の
問
題
の
中
心
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
私
は
こ
の
問
題
の
解
決
の
鍵
が
実
は
主
体
性
の
概
念
の
う
ち
に
存
す
る
も
の
と
信
ず
る
。
蓋
し
倫
理
的

と
い
う
こ
と
が
如
何
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
根
本
に
お
い
て
主
体
的
と
い
う
こ
と
を
除
い
て
は

考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
文
学
上
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
し
て
も
、
も
し
そ
れ
が
単
に
客
観
主
義
の
意
味
で
あ
る

と
し
た
な
ら
ば
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
倫
理
と
は
没
交
渉
な
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
他
の
機
会
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
客
体
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
ば
か
り
が
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
の
で
な
く
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
は
む
し
ろ
二

つ
の
方
面
、
即
ち
客
体
的
現
実
性
の
方
面
と
主
体
的
真
実
性
の
方
面
と
が
あ
る
。
理
論
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め

に
理
想
型
的
に
観
察
す
る
と
き
、
自
然
主
義
の
文
学
は
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
も
の
を
対
象
的
な
、
客
体
的
な
方
向

に
考
え
た
。
そ
れ
は
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
意
図
か
ら
現
実
に
飽
く
ま
で
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
、
人
間
の
さ
ま
ざ

ま
な
情
欲
や
激
情
を
仮
借
す
る
こ
と
な
く
、
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
描
き
出
し
た
。
し
か
し
そ
こ
に
は
本
来
倫
理
の

問
題
は
存
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
自
然
主
義
の
作
家
が
通
俗
倫
理
、
日
常
道
徳
を
無
視
し
て
、
普
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今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学

通
に
は
不
道
徳
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
何
等
非
難
す
る
様
子
も
見
せ
ず
、
む
し
ろ
好
ん
で
人
生
の
そ
の
よ
う
な
方

面
を
描
き
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
ほ
ん
と
う
に
決
定
的
な
こ
と
は
、
自
然
主
義
の
考
え
た
リ

ア
リ
ズ
ム
が
客
体
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
も
人
間
の
あ
ら
ゆ
る

不
道
徳
と
さ
れ
、
醜
悪
と
さ
れ
る
生
活
を
情
熱
的
に
描
き
出
し
た
。
し
か
も
彼
が
倫
理
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の

は
、
彼
が
よ
り
多
く
主
体
的
真
実
性
の
意
味
に
お
け
る
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
れ

ら
の
点
を
も
っ
と
精
密
に
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
で
に
い
っ
た
と
お
り
伝
統
的
な
哲
学
に
お
い
て
は
倫
理
的
と
理
性
的
と
が
同
一
に
見
做
さ
れ
た
。
理
性
的
で

あ
る
こ
と
、
そ
こ
で
ま
た
理
性
に
従
っ
て
も
ろ
も
ろ
の
激
情
を
制
御
す
る
と
い
う
こ
と
が
倫
理
的
な
こ
と
だ
と
さ

れ
て
い
る
。
倫
理
は
ロ
ゴ
ス
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
パ
ト
ス
は
却
っ
て
倫
理
に
反
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
か
く

の
如
き
見
方
は
い
ま
や
顛
倒
せ
し
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
見
え
る
。
そ
の
よ
う
な
見
方
こ
そ
実
は
最
も
し

ば
し
ば
倫
理
の
問
題
を
間
違
っ
た
道
へ
連
れ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
れ
か
ら
は
文
学

と
倫
理
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
ロ
ゴ
ス
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
の
解
釈
に
よ
る
と
、

ロ
ゴ
ス
と
は
お
し
な
べ
て
意
識
の
客
体
的
な
象
面
で
あ
る
。ギ
リ
シ
ア
哲
学
が
ロ
ゴ
ス
を
発
見
し
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
場
合
ロ
ゴ
ス
は
イ
デ
ア
に
向
う
も
の
と
せ
ら
れ
、
そ
し
て
ま
た
ロ
ゴ
ス
は
即
ち
エ
イ
ド
ス
も
し
く
は
イ
デ
ア
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と
も
考
え
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
イ
デ
ア
は
感
性
的
な
も
の
で
な
い
に
し
て
も
、
ど
こ
ま
で
も
対
象
的
な
も
の
客
体

的
な
も
の
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
従
う
と
我
々
が
イ
デ
ア
を
認
識
す
る
の
は
イ
デ
ア
を
憶
起
（
ア

ナ
ム
ネ
ー
シ
ス
）
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
憶
起
さ
れ
る
も
の
は
す
で
に
そ
こ
に
在
っ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
「
す
で
に
」
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
し
く
対
象
の
、
客
体
の
根
本
的
な
規
定
な

の
で
あ
る
。
我
々
が
何
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
も
つ
ね
に
「
す
で
に
」
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
も
の
が
客
体
で
あ

る
。
客
体
は
そ
の
意
味
で
す
べ
て
或
る
根
源
的
な
過
去
性
を
担
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ゴ
ス

は
純
粋
な
イ
デ
ア
に
向
う
と
せ
ら
れ
る
場
合
に
も
な
お
か
つ
客
体
的
な
意
識
の
意
味
を
離
れ
な
い
。
そ
の
限
り
、

主
体
性
そ
の
も
の
を
現
す
べ
き
倫
理
を
ロ
ゴ
ス
と
結
び
附
け
て
考
え
る
こ
と
に
は
困
難
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
近
代

に
至
っ
て
カ
ン
ト
は
主
観
の
概
念
を
哲
学
的
に
確
立
し
た
。
そ
の
限
り
、
彼
は
他
の
如
何
な
る
哲
学
者
に
も
ま
し

て
倫
理
の
問
題
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ン
ト
は
観
念
論
者
と
し
て
、
こ
の
主
観

を
「
自
我
」
と
考
え
た
の
み
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
理
性
と
等
し
く
考
え
た
。
倫
理
の
問
題
は
い
わ
ゆ
る
実
践
理

性
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
は
誰
も
知
る
と
お
り
形
式
主
義
に
終
ら
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
更
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
が
或
る
一
定
の
道
徳
的
格
率
の
倫
理
性
を
具
体

的
に
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
形
式
論
理
に
訴
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
が
一
度
な
ら
ず
挙
げ
た
有
名
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今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学

な
例
に
お
い
て
、
彼
は
、
ひ
と
は
虚
言
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
、
も
し
も
虚
言
す
る
と
い
う
こ
と
が
普
遍

的
に
認
め
ら
れ
て
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
ひ
と
が
虚
言
す
る
こ
と
は
つ
ま
り
論
理
的
に
自
己
矛
盾
に
陥
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
風
に
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
証
し
て
い
る
。
倫
理
の
問
題
を
形
式
論
理
に
訴
え
て
証
明
す
る
な
ど

と
い
う
こ
と
は
、
全
く
の
ペ
ダ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
【pedanticism

衒
学
】
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
カ

ン
ト
で
す
ら
が
か
く
の
如
き
誘
惑
に
捉
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は

ロ
ゴ
ス
が
結
局
に
お
い
て
対
象
的
な
意
識
で
あ
る
こ
と
を
率
直
に
示
し
て
い
る
と
思
う
。
倫
理
を
理
性
に
お
く
こ

と
は
な
に
か
高
貴
な
こ
と
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
我
々
は
人
生
の
経
験
に
お
い
て
あ
ま
り
に

も
し
ば
し
ば
そ
の
よ
う
な
人
々
が
生
の
具
体
的
な
倫
理
の
問
題
に
関
し
て
形
式
主
義
に
、
従
っ
て
カ
ズ
イ
ス
ト

リ
ィ
【casuistry

決
疑
論
】
に
、
修
身
教
科
書
的
道
徳
論
に
陥
り
、
か
く
て
ま
た
そ
の
本
心
に
お
い
て
は
打
算
的
で
、

功
利
主
義
的
で
あ
る
の
に
遭
遇
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

主
体
的
な
意
識
は
ロ
ゴ
ス
と
は
相
反
す
る
パ
ト
ス
で
あ
る
。
倫
理
の
問
題
を
パ
ト
ス
の
う
ち
に
捉
え
た
の
は
な

か
ん
づ
く
今
日
の
倫
理
的
と
い
わ
れ
る
文
学
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
っ
た
。
こ
の
奇
怪
な
る
詩

人
的
哲
学
者
は
倫
理
と
ロ
ゴ
ス
を
結
合
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
戦
う
こ
と
に
自
己
の
情
熱
を
見
出
し
た
。
ニ
ー
チ
ェ

は
『
道
徳
の
系
譜
学
』
そ
の
他
に
お
い
て
、
道
徳
上
の
諸
概
念
を
パ
ト
ス
、
特
に
「
距
離
の
パ
ト
ス
」
の
根
源
か
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ら
解
釈
し
た
。
尤
も
見
方
に
よ
っ
て
は
ニ
ー
チ
ェ
と
い
え
ど
も
、
パ
ト
ス
に
お
い
て
生
の
本
質
的
な
も
の
、
根
源

的
な
も
の
は
自
己
を
顕
に
す
る
と
考
え
た
に
し
て
も
、
こ
の
生
を
十
分
主
体
的
に
捉
え
ず
、
か
く
て
パ
ト
ス
と
主

体
性
と
の
内
的
な
関
聯
を
十
分
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
、
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
と
き
一
歩
を
進

め
た
と
見
ら
れ
る
の
は
、
か
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
あ
ろ
う
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
る
と
、
真
の
現
実
は
主
観

性
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
知
識
す
る
主
観
性
で
は
な
く
、
倫
理
的
・
実
存
的
な
主
観
性
の
こ
と
で
あ
る
。「
個

人
の
自
身
の
倫
理
的
現
実
が
唯
一
の
現
実
で
あ
る
。」
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
か
か
る
現
実
は
如
何
な
る
も
の
で

あ
る
か
。「
個
人
的
生
の
歴
史
は
状
態
か
ら
状
態
へ
の
運
動
に
お
い
て
進
展
す
る
。
各
々
の
状
態
は
一
の
飛
躍
に

よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
、」
そ
し
て
い
わ
ば
二
つ
の
瞬
間
に
よ
っ
て
限
ら
れ
て
い
る
、「
こ
れ
ら
二
つ
の
瞬
間
の
間
に

は
如
何
な
る
科
学
も
説
明
し
な
か
っ
た
、
ま
た
説
明
し
得
な
い
飛
躍
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。」
即
ち
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
に
よ
る
と
、
内
面
的
な
生
は
瞬
間
性
、
従
っ
て
真
の
現
在
性
を
有
す
る
。
そ
れ
は
瞬
間
か
ら
瞬
間
へ
の
非
連

続
的
な
飛
躍
に
お
い
て
運
動
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
倫
理
的
主
観
的
な
生
の
ま
こ
と
の
相
で
あ
る
。
か
よ
う

な
生
は
何
処
に
お
い
て
自
己
を
顕
に
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
パ
ト
ス
（
ラ
イ
デ
ン
シ
ャ
フ
ト
）
に
お
い
て
で
あ
る
、

と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
答
え
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
は
ま
さ
に
ラ
イ
デ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
強
く
起
た
し
め
、
そ
の
頂
点

に
持
ち
来
そ
う
と
す
る
、
し
か
る
に
ラ
イ
デ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
ま
さ
に
主
観
性
で
あ
り
、
客
観
的
に
は
こ
の
も
の
は
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今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学

決
し
て
存
在
し
な
い
。」
ギ
リ
シ
ア
の
ロ
ゴ
ス
的
な
哲
学
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
特
質
の
新
し
い
評
価
が
こ
こ

に
あ
る
。
パ
ト
ス
に
お
い
て
人
間
の
主
体
性
は
顕
に
な
り
、
パ
ト
ス
は
倫
理
性
の
固
有
な
る
場
面
で
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
意
識
は
表
象
に
よ
っ
て
土
台
附
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
＝
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
見
方
は
こ
こ

に
打
ち
破
ら
れ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
パ
ト
ス
は
い
わ
ゆ
る
内
在
的
対
象
性
を
も
た
ぬ
意
識
、
ま
た
志
向
的

で
は
な
い
無
対
象
な
意
識
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
が
な
お
ロ
ゴ
ス
的
意
識
の
現
象
学
で
あ
る
に
対
し
、

今
日
そ
れ
を
圧
し
つ
つ
あ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
は
パ
ト
ス
的
意
識
の
現
象
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
。
そ
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
も
モ
ラ
ル
の
問
題
を
中
心
と
し
て
い
る
。
ひ
と
り
文
学
ば
か
り
で
な
く
、

現
象
学
或
い
は
実
存
哲
学
、
フ
ロ
イ
ド
流
の
精
神
分
析
学
、
そ
の
他
を
含
め
て
、
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
現
代
の
特
徴
的
な
精
神
的
状
況
で
あ
る
。

二

こ
の
よ
う
に
パ
ト
ス
と
倫
理
と
を
関
係
附
け
る
と
い
う
こ
と
は
文
学
の
問
題
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
義
あ
る
こ

と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
文
学
と
倫
理
と
の
内
的
な
関
係
も
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

文
学
の
こ
と
は
創
作
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
創
作
性
の
問
題
は
そ
の
根
源
に
お
い
て
パ
ト
ス
の
、
い
う
と
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こ
ろ
の
作
家
的
情
熱
の
問
題
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
か
ら
で
な
く
、
パ
ト
ス
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
創
作
性
と
い
う
も
の

は
考
え
ら
れ
ぬ
。
そ
れ
は
単
に
客
体
を
反
映
す
る
と
い
う
方
面
か
ら
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
こ
に
は
必
ず
根
源
的
に

主
体
が
自
己
を
表
出
す
る
と
い
う
方
面
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
し
て
主
体
が
そ
の
主
体
性
に
お
い
て
根
源
的
に

自
己
を
顕
に
す
る
場
面
は
パ
ト
ス
で
あ
る
。
文
学
は
創
作
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
文
学
に
お
け
る
パ
ト
ス
の
位
置

は
何
等
か
の
仕
方
で
つ
ね
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、心
理
描
写
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
心
理
」

と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
学
で
い
う
心
理
は
た
だ
一
般
的
に
意
識
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
意
識

と
い
っ
て
も
二
重
の
も
の
、
即
ち
ロ
ゴ
ス
的
象
面
と
パ
ト
ス
的
象
面
と
が
あ
る
。
そ
し
て
文
学
で
心
理
と
い
え
ば

特
に
パ
ト
ス
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
人
間
は
身
体
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
な
お
人
間
は
意
識
を
も
有
す
る
と

い
う
如
き
意
味
で
、
文
学
に
お
い
て
心
理
描
写
が
要
求
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
は
単
に
客
体
で
な

く
て
主
体
で
あ
り
、
し
か
る
に
主
体
の
主
体
性
は
パ
ト
ス
に
お
い
て
自
己
を
顕
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
パ
ト
ス

即
ち
心
理
を
描
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
心
理
も
文
学
に
あ
っ
て
は
言
葉
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
る
の
ほ

か
な
か
ろ
う
。
言
葉
は
も
と
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
に
聞
え
る
に
し
て
も
、
言
葉
が

も
し
も
た
だ
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
文
学
と
い
う
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ロ
ゴ
ス
た
る
言
葉
の
う

ち
に
は
ま
た
パ
ト
ス
が
自
己
を
表
現
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え
る
と
、
言
葉
は
外
に
見
ら
れ
た
形
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今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学

あ
る
も
の
の
形
を
写
す
の
み
で
な
く
、
内
に
動
く
形
な
き
も
の
の
形
を
現
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

言
葉
に
お
い
て
人
間
は
語
ら
れ
た
物
を
表
す
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
ま
た
語
る
自
己
自
身
を
顕
に
す
る
の
で
あ

る
。
言
葉
と
パ
ト
ス
と
の
内
面
的
な
つ
な
が
り
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
理
論
に
と
っ
て
大
き
な

問
題
の
ひ
と
つ
を
形
作
っ
て
お
り
、
特
に
文
体
の
問
題
の
如
き
に
つ
い
て
は
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
研
究
が
必
要
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
言
葉
の
ジ
ー
ニ
ヤ
ス
」	 génie des langues	

と
い
う
も
の
は
パ
ト
ス
か
ら
説
明

さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
語
の
も
つ
感
じ
と
意
味
と
が
今
で
は
昔
と
た
い
へ
ん

変
っ
て
来
た
。
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
修
辞
学
』
の
中
で
取
扱
っ
た
よ
う
な
意
味
に
お
け
る

レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
は
、
単
に
文
学
の
問
題
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
む
し
ろ
広
く
社
会
的
に
、
現
在
非
現
実
的
に

な
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
現
在
に
お
い
て
こ
そ
ま
す
ま
す
現
実
性
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
と

も
か
く
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
書
物
が
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
名
を
戴
い
て
い
る
と
い
う
た
め
に
見
逃

し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
パ
ト
ス
の
問
題
が
こ
の
書
物
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
内
容
を
な
し
、
そ
れ
が
詳
細
に
究
明

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
こ
で
言
葉
（
特
に
話
さ
れ
る
言
葉
）
の
問
題
を

パ
ト
ス
と
の
具
体
的
な
関
聯
に
お
い
て
研
究
し
た
。
こ
れ
は
す
こ
ぶ
る
興
味
深
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク

は
そ
の
多
く
の
部
分
に
お
い
て
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
に
取
扱
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
ま
た
こ
こ
で
は
特
に
文
学
に
お
け
る
性
格
描
写
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
「
性
格
」
と
は
根
源
的

に
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
性
格
と
は	 genius	

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ジ
ー
ニ
ヤ
ス
は
パ
ト
ス
の
う

ち
に
あ
る
。性
格
的
な
も
の
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。主
観
の
概
念
を
確
立
し
た
カ
ン
ト
は
、そ
れ
と
共
に「
人

格
」
の
概
念
を
基
礎
附
け
、
こ
の
概
念
を
彼
の
倫
理
学
の
中
心
に
据
え
た
。
け
れ
ど
も
カ
ン
ト
は
観
念
論
者
と
し

て
人
格
の
本
質
を
ロ
ゴ
ス
（
理
性
）
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ス
ク
な
ど
も
い
っ
た
よ
う
に
、
個
性

と
い
う
も
の
を
破
壊
す
る
結
果
に
陥
っ
て
い
る
。
蓋
し
カ
ン
ト
に
従
う
と
、
人
間
が
人
格
で
あ
る
の
は
理
性
に
よ

っ
て
で
あ
り
、
し
か
る
に
理
性
は
す
べ
て
の
人
間
に
お
い
て
も
と
同
一
な
る
要
素
で
あ
る
故
に
、
我
々
は
人
格
的

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
い
よ
い
よ
こ
の
理
性
と
い
う
普
遍
的
な
も
の
、
共
通
な
る
も
の
の
一
類
例
に
堕
し
て
し
ま

う
こ
と
に
な
っ
て
、
自
己
の
固
有
性
、
独
自
性
の
意
味
は
も
は
や
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
は
伝
統
的
に
観
念
論
と
結
び
附
い
て
い
る
人
格
な
る
概
念
の
か
わ
り
に
性
格
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ

と
に
し
よ
う
。
我
々
は
他
と
ロ
ゴ
ス
を
共
に
す
る
と
き
個
性
的
で
な
く
な
る
と
し
て
も
、
他
と
ジ
ー
ニ
ヤ
ス
を
共

に
す
る	 congenial	

こ
と
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
個
性
的
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ン
ジ
ー
ニ
ヤ
ル
な
も
の
は
共

に
性
格
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
パ
ト
ス
に
お
い
て
結
び
附
い
て
い
る
。
そ
し
て
倫
理
的
な
も
の
は
性
格
的
な
も
の

で
あ
る
。
エ
ー
ト
ス
は
も
と
性
格
を
意
味
し
た
。
性
格
的
で
な
い
倫
理
的
は
真
に
倫
理
的
で
な
い
。
倫
理
的
な
文
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今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学

学
に
お
い
て
は
性
格
的
と
い
う
こ
と
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
む
か
し
個
別
化
の
原
理
は
物
質
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
。
我
々
は
こ
の
思
想
を
新
し
く
解
釈
し
直
し
て
、
人
間
の
性
格
化
の
原
理
は
パ
ト
ス
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
。
も
と
よ
り
パ
ト
ス
は
、
か
つ
て
ロ
ゴ
ス
が
そ
う
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
何
物
も
予
想
す
る
こ
と
の
な

い
純
粋
活
動
で
な
く
て
、
そ
れ
は
外
に
お
い
て
客
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
に
し
て
も
、
内
に
お
い
て
主
体
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
パ
ト
ス
は
も
と
外
的
身
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
内
的
身
体
も
し
く

は
内
的
自
然
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
個
別
化
の
原
理
と
せ
ら
れ
る
物
質
は
、
何
等
か
の
客
体
的
な

意
味
に
お
け
る
物
質
で
な
く
、
そ
れ
と
は
全
く
秩
序
を
異
に
す
る
主
体
的
な
意
味
に
お
け
る
物
質
も
し
く
は
内
的

身
体
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
内
的
身
体
は
パ
ト
ス
の
う
ち
に
自
己
を
主
体
的
に
表
出

す
る
。
文
学
に
お
い
て
性
格
描
写
が
要
求
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
心
理
描
写
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
心
理
と
い
う
の
は
パ
ト
ス
の
こ
と
で
あ
る
。
性
格
的
に
描
か
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、「
生
き
た
人
間
」
は
描

か
れ
な
い
。
パ
ト
ス
的
に
描
か
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
真
に
性
格
的
に
描
か
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。

尤
も
、
区
別
す
べ
き
こ
と
は
、
性
格
的
と
い
う
こ
と
と
個
人
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
性
格
的
と
は
本
来
、
主

体
的
、
パ
ト
ス
的
と
い
う
こ
と
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
そ
れ
は
個
人
的
と
い
う
こ
と
と
直
ち
に
同
じ
に
考
え
ら

れ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
点
で
私
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
そ
の
他
と
全
部
は
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
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ー
ル
は
主
体
性
に
お
け
る
人
間
を
「
単
独
者
」	 der Einzelne	

と
い
う
範
疇
を
も
っ
て
表
し
た
。「
単
独
者
な
る
範

疇
に
私
の
あ
り
得
べ
き
倫
理
的
意
味
は
無
条
件
的
に
結
び
附
い
て
い
る
。」
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
単
独
者
の
概

念
に
ま
で
突
き
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
倫
理
的
主
体
性
の
意
味
は
限
り
な
く
深
め
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
し

か
し
ま
た
そ
の
よ
う
な
見
方
は
社
会
的
な
も
の
を
た
だ
単
に
客
体
の
方
向
に
お
い
て
の
み
見
て
、
こ
れ
を
主
体
的

に
捉
え
得
な
か
っ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
非
難
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
を
個
人
と
考
え
る
の
は
、
人
間
を

な
お
真
に
主
体
的
に
捉
え
ず
、
未
だ
客
体
的
な
見
方
を
脱
し
切
っ
て
い
な
い
も
の
と
い
わ
れ
得
る
。
個
別
化
の
原

理
と
し
て
の
物
質
た
る
内
的
身
体
は
同
時
に
社
会
的
身
体
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
パ
ト
ス
は
決
し
て
単
に
人
間

を
個
別
化
す
る
の
み
で
な
い
、
そ
れ
は
む
し
ろ
人
間
を
性
格
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
人
間
を
結
合
す
る
の

で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
称
揚
し
た
如
く
情
熱
の
心
理
学
に
つ
い
て
纎
細
な
理
解
を
有
し
た
文
学
者
ス
タ
ン
ダ
ー
ル

も
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
は
自
己
愛	 am

our-propre	
と
は
反
対
の
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。
エ
ゴ
イ
ス
ト
は
真
に
パ
ト

ス
的
に
な
り
き
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
お
よ
そ
利
己
主
義
と
か
利
他
主
義
と
か
い
う
概
念
は
本
来
パ
ト
ス
的
な
概
念

で
は
な
い
と
も
い
え
る
。「
同
じ
よ
う
に
生
活
に
お
い
て
、私
の
う
ち
に
住
む
の
は
他
の
者
の
思
想
、感
情
で
あ
る
、

私
の
心
臓
は
サ
ン
パ
テ
ィ
【sym

pathie

の
フ
ラ
ン
ス
読
み
】
に
よ
っ
て
の
ほ
か
搏う

た
な
い
」、
こ
の
よ
う
に
ジ
ー
ド
が

書
い
た
と
き
、	 Sym

pathie	

と
い
う
の
は
も
と
よ
り
利
他
主
義
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
ま
た
安
易
な
同
情
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今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
な
く
、
文
字
ど
お
り
に
パ
ト
ス
を
共
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
他
と

パ
ト
ス
を
共
に
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
小
説
家
と
な
る
こ
と
も
で
き
ぬ
、
彼
の
パ
ト
ス
が
彼
の
ジ
ー
ニ
ヤ
ス
で
あ

る
。
か
く
考
え
る
と
き
更
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
如
き
が
人
間
の
パ
ト
ス
か
ら
社
会
の
成
立
を
説
明
し
た
と
い
う
こ
と
に

も
深
き
意
味
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
原
罪
の
意
識
、
こ
の
最
も
不
思
議
な
パ
ト
ス
こ
そ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
世

界
に
お
い
て
人
間
を
人
類
に
結
合
し
た
原
理
で
あ
っ
た
。
後
の
観
念
論
的
哲
学
が
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る
「
人
類
の
イ

デ
ー
」
と
い
う
意
味
に
、
従
っ
て
ロ
ゴ
ス
的
に
説
明
し
た
と
き
人
類
の
結
合
は
現
実
的
に
は
却
っ
て
失
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
我
々
が
こ
の
世
界
に
お
か
れ
て
い
る
同
じ
運
命
の
意
識
―
―
客
観
的
に
見
て
運
命
が
同
じ
な
の
で

は
な
い
、
む
し
ろ
運
命
の
パ
ト
ス
を
共
に
す
る
の
で
あ
る
、
―
―
は
我
々
を
内
的
に
結
合
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。

ト
ル
ス
ト
イ
は
『
芸
術
と
は
何
か
』
の
中
で
、
芸
術
の
意
味
は
人
と
人
と
を
結
合
す
る
に
あ
る
と
述
べ
た
。
真
の

文
学
は
ま
こ
と
に
人
間
を
結
合
す
る
。
そ
れ
は
人
間
を
パ
ト
ス
的
に
捉
え
、
パ
ト
ス
的
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
初

め
て
真
に
人
と
人
と
を
結
合
す
る
の
で
あ
る
。「
芸
術
の
最
高
の
目
的
は
社
会
的
性
質
の
美
的
感
情
を
作
り
出
す

こ
と
で
あ
る
。」
と
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
も
い
っ
た
。
尤
も
パ
ト
ス
に
お
い
て
自
己
を
顕
に
す
る
人
間
は
、
本
来
、
客
体

的
な
人
間
で
は
な
い
、
深
き
パ
ト
ス
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
い
う
よ
う
な
「
地
下
の
声
」
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
に
し
て
書
い
て
い
る
、「
こ
の
実
験
が
一
般
に
印
象
を
与
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
一
羽
の
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野
鳥
の
は
ば
た
き
が
現
実
の
う
ち
に
安
心
し
き
っ
て
生
活
し
て
い
る
同
族
の
か
い
な
ら
さ
れ
た
鳥
ど
も
の
頭
の
上

に
聞
え
、
そ
し
て
知
ら
ず
識
ら
ず
こ
れ
ら
の
鳥
ど
も
も
ま
た
、
は
ば
た
き
す
る
よ
う
に
さ
れ
る
が
如
く
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
、
な
ぜ
な
ら
か
の
は
ば
た
き
は
不
安
で
あ
り
―
―
同
時
に
誘
惑
で
あ
る
か
ら
。」
我
々
は
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
の
中
に
か
の
は
ば
た
き
を
聞
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
我
々
の
心
も
知
ら
ず
識
ら

ず
は
ば
た
き
さ
せ
ら
れ
、
そ
し
て
互
い
に
身
を
擦
り
合
わ
さ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
孤
独
を
愛
し
た
プ
ル
ー
ス
ト
で

さ
え
書
い
て
い
る
、「
も
し
あ
な
た
が
私
の
書
物
を
読
ん
で
下
さ
ら
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
は
私
の
咎
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
私
の
書
物
の
咎
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
も
し
真
に
善
い
書
物
で
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
す
ぐ

さ
ま
離
れ
離
れ
の
心
を
結
び
附
け
、
悩
め
る
胸
に
平
和
を
も
た
ら
す
で
し
ょ
う
か
ら
。」
パ
ト
ス
は
人
と
人
と
を

結
合
す
る
、
パ
ト
ス
は
人
間
を
主
体
的
に
結
合
す
る
も
の
と
し
て
倫
理
的
で
あ
る
。
も
と
個
人
倫
理
と
い
う
も
の

が
あ
る
の
で
な
か
ろ
う
。
人
と
人
と
の
パ
ト
ス
的
主
体
的
結
合
の
う
ち
に
倫
理
は
あ
る
の
で
あ
る
。
理
論
は
客
観

的
普
遍
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
を
結
合
し
得
る
に
反
し
て
、
文
学
は
性
格
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間

を
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

旧
い
美
学
の
根
本
概
念
が
「
美
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、新
し
い
美
学
の
そ
れ
は
「
真
」
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

美
は
真
に
比
し
て
は
な
お
浅
薄
で
皮
相
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
現
代
人
の
意
識
に
と
っ
て
は
そ
う
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今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学

で
あ
る
。
我
々
は
美
よ
り
も
深
く
真
実
を
求
め
る
。
我
々
の
問
題
は
も
は
や
か
の
「
美
的
仮
象
」
で
は
な
く
て
、

却
っ
て
芸
術
に
お
け
る
真
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
場
合
ロ
ゴ
ス
の
問
題
は
「
真
理
性
」	 W

ahrheit	

で
あ
る
と
い

わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
パ
ト
ス
の
問
題
は
「
真
実
性
」	 W

ahrhaftigkeit	

で
あ
る
。
真
理
と
い
う
こ
と

は
伝
統
的
に
は
意
識
と
対
象
と
の
一
致	 adaequatio rei et intellectus	

と
い
う
風
に
定
義
さ
れ
、
従
っ
て
客
観
的

な
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
主
体
的
な
意
識
で
あ
る
と
こ
ろ
の
パ
ト
ス
の
問
題
は
こ
の
よ
う
な
真
理
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、却
っ
て
真
実
性
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
主
観
的
の
思
想
家
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
真
理
の
問
題
を「
真

実
性
」	 R

edlichkeit	

の
問
題
に
還
元
し
た
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
彼
の
欲
し
た
も
の
」
に
つ
い
て
、「
全
く
単

純
だ
、
私
は
真
実
性
を
欲
す
る
。」
と
語
っ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
も
ま
た
真
実
性
を
「
我
々
の
」
徳
、
そ
し
て
し

か
も
我
々
の
「
唯
一
の
」
且
つ
「
最
後
の
徳
」
と
呼
ん
で
い
る
。
文
学
の
真
も
か
く
の
如
き
真
実
性
の
要
素
を
除

い
て
あ
り
得
な
い
。
作
家
的
情
熱
と
い
う
も
か
か
る
真
実
性
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
ま
た
ジ
ー
ド
な

ど
に
お
け
る	 sincérité	

【
誠
意
・
率
直
】
で
あ
る
。
文
学
に
お
け
る
倫
理
の
問
題
は
か
か
る
主
体
的
真
実
性
の
問
題

で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
る
に
ロ
ゴ
ス
的
意
識
に
と
っ
て
の
問
題
は
そ
れ
の
対
象
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対

象
性
は
、
文
学
に
あ
っ
て
は
ど
こ
ま
で
も
そ
の
具
象
性
を
失
う
べ
き
で
な
い
限
り
、
現
実
性
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が

で
き
る
、
私
の
い
う
客
体
的
現
実
性
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
以
前
、
私
は
文
学
の
真
に
つ
い
て
論
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じ
た
際
に
も
、
そ
れ
に
主
体
的
真
実
性
と
客
体
的
現
実
性
と
の
二
つ
の
方
面
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
作
家
の
真

実
性
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ジ
ー
ド
は
或
る
と
こ
ろ
で
書
い
て
い
る
。「
我
々
は
顕
に
す
る
た
め
に	

pour m
anifester	

生
き
て
い
る
。
倫
理
と
美
学
の
規
則
は
同
じ
だ
、
顕
に
す
る
こ
と
の
な
い
す
べ
て
の
著
作
は
無

益
で
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
さ
に
、
悪
作
で
あ
る
。
顕
に
す
る
こ
と
の
な
い
す
べ
て
の
人
間
は
無
益
で

悪
い
人
間
で
あ
る
。
…
…
芸
術
家
に
と
っ
て
の
倫
理
的
問
題
は
、
彼
が
顕
に
す
る
イ
デ
ー
が
多
数
の
者
に
対
し
て

多
か
れ
少
な
か
れ
倫
理
的
で
有
益
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
問
題
は
彼
が
そ
れ
を
う
ま
く
顕
に

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
し
か
し
顕
に
さ
る
べ
き
も
の
は
何
で
あ
る
か
。「
と
こ
ろ
で
い
ま
何
を
顕
に
す
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。」
と
ジ
ー
ド
は
意
味
深
き
問
を
発
し
て
い
る
。

三

い
ま
も
し
人
間
を
一
面
的
に
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
に
捉
え
た
と
す
れ
ば
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
パ
ト
ス
は
ロ
ゴ
ス
と

は
反
対
の
方
向
を
も
っ
て
い
る
。
ロ
ゴ
ス
的
意
識
は
、
感
性
知
覚
か
ら
思
惟
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
対
象
を
含
ん

で
い
る
。
そ
れ
は
高
ま
れ
ば
高
ま
る
だ
け
、
い
わ
ば
い
よ
い
よ
対
象
を
含
み
、
い
よ
い
よ
そ
の
対
象
性
も
し
く
は

客
観
性
を
増
し
て
来
る
。
こ
れ
に
反
し
て
パ
ト
ス
的
意
識
は
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
い
わ
ば
対
象
を
失
い
、
次
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今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学

第
に
無
対
象
と
な
っ
て
行
く
。
一
方
は
次
第
に
対
象
的
と
な
り
、
他
方
は
次
第
に
無
対
象
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
ロ

ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
根
本
的
な
対
立
が
現
れ
る
。運
命
の
意
識
と
い
い
、原
罪
の
意
識
と
い
う
も
、根
本
に
お
い
て
、

み
な
か
よ
う
な
無
対
象
な
パ
ト
ス
で
あ
る
。
パ
ト
ス
は
そ
れ
が
深
ま
る
に
従
っ
て
無
対
象
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、

人
間
を
主
と
し
て
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
に
捉
え
た
人
々
は
、
ニ
ー
チ
ェ
で
も
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
も
、
或
い
は
ま
た

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
如
き
で
も
、
み
な
「
無
」
と
い
う
も
の
に
突
き
当
っ
た
。
こ
の
無
は
そ
れ
自
身
性
格
的
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
は
輝
く
諸
々
の
星
を
産
む
渾
沌
で
あ
り
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
「
死
へ
の
病
気
」
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
現
存
在
の

「
有
限
性
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
無
か
ら
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
も
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
東
洋
思
想
は
お
お
む
ね
パ

ト
ロ
ギ
ー
的
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
無
が
そ
の
思
想
の
中
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
無
は
そ
れ
ぞ
れ
性
格
的
に
体
験
さ
れ

て
古
来
日
本
文
学
の
基
調
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
無
は
多
く
パ
ト
ス
的
の
無
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
、
な
ぜ
な
ら
東
洋
に
お
い
て
は
、
ス
ト
ア
の
倫
理
学
で	 aj-pavqeia	

が
徳
と
さ
れ
た
よ
う
に
、
パ
ト
ス
な
き

こ
と
が
徳
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
よ
う
な
ア
パ
テ
イ
ア
と
い
う
こ
と
も
、
も
と
も
と
パ
ト
ス
が
無
対

象
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
ど
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
我
々
が
こ
こ

で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
パ
ト
ス
的
な
無
で
あ
り
、
そ
し
て
パ
ト
ス
は
ロ
ゴ
ス
と
対
立
し
て
お
り
、
そ
し
て
倫
理
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は
根
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
対
立
の
う
ち
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
懐
疑
か
ら
出
立
し
て	 cogito 

ergo sum
	

と
い
う
こ
と
に
突
き
当
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
求
め
た
確
実
性
に
到
達
し
た
意
識
は
結
局
ロ
ゴ
ス

的
意
識
で
あ
る
、
こ
の
も
の
に
お
い
て
は
明
晰
性
と
判
明
性
と
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ゴ
ス
的
意
識
は
フ
ッ
サ

ー
ル
の
純
粋
意
識
の
如
き
も
の
と
し
て
明
証
性
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
デ
カ
ル
ト
的

な
意
識
の
う
ち
に
道
徳
的
認
識
の
根
源
を
求
め
、
こ
の
認
識
の
明
視
性
を
示
そ
う
と
し
た
。
こ
れ
と
は
反
対
の
方

面
に
、
即
ち
パ
ト
ス
の
う
ち
に
倫
理
を
考
え
る
人
々
は
、
し
か
る
に
か
く
の
如
き
ロ
ゴ
ス
的
な
明
証
性
に
抗
す
る

こ
と
に
彼
等
の
倫
理
的
情
熱
を
見
出
し
て
い
る
。「
主
観
性
の
み
が
真
理
で
あ
る
。」と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
い
う
。

そ
し
て
彼
は
そ
れ
を
次
の
如
く
説
明
す
る
、「
激
情
的
な
内
面
性
の
領
有
の
う
ち
に
し
っ
か
り
捉
え
ら
れ
た
も
の

と
し
て
の
、
客
観
的
不
確
実
性
、
そ
れ
が
真
理
で
あ
る
、
そ
れ
が
実
存
者
に
と
っ
て
存
す
る
最
高
の
真
理
で
あ
る
、

客
観
的
に
は
ひ
と
は
そ
こ
に
た
だ
不
確
実
性
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
、
し
か
し
あ
た
か
も
こ
の
こ
と
が
内
面
性
の

無
限
な
る
激
情
を
集
中
せ
し
め
、
そ
し
て
真
理
は
ま
さ
に
客
観
的
に
不
確
実
な
も
の
を
無
限
性
の
激
情
を
も
っ
て

選
ぶ
と
い
う
冒
険
の
う
ち
に
存
す
る
。」「
数
学
上
の
命
題
に
と
っ
て
は
こ
れ
に
反
し
て
も
ち
ろ
ん
客
観
性
は
与
え

ら
れ
て
い
る
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
た
め
に
そ
れ
の
真
理
は
ま
た
ど
う
で
も
よ
い
真
理
で
あ
る
。」
同
じ
よ
う
に

パ
ス
カ
ル
は
「
デ
カ
ル
ト
は
無
用
で
あ
り
、
不
確
実
で
あ
る
。」
と
記
し
て
い
る
。
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
は
明
証
性
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今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学

を
有
す
る
。
そ
し
て
我
々
の
常
識
、
そ
し
て
一
般
に
私
が
ド
ク
サ
及
び
ド
グ
マ
と
し
て
哲
学
的
に
規
定
し
て
い
る

も
の
は
ま
た
そ
れ
自
身
の
意
味
、
そ
れ
自
身
の
仕
方
に
お
い
て
自
明
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
倫
理
性

は
そ
れ
ら
と
は
相
反
し
、
相
矛
盾
す
る
パ
ト
ス
の
方
向
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
人
間
の
実
存
の
倫
理
性
は
、
シ
ェ
ス

ト
フ
が
そ
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
を
名
づ
け
た
よ
う
に
、「
明
証
に
対
す
る
戦
」	 la	 lutte contre les évidences	

の
う
ち
に
顕
に
な
る
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
対
立
と
い
う
も
の
な
く
し
て
倫
理
は
な
い
。
客
観
的
な
明
証
性
も
し
く

は
自
明
性
に
対
す
る
主
体
的
パ
ト
ス
的
な
争
の
う
ち
に
倫
理
は
あ
る
。
こ
の
争
は
私
の
い
う
よ
う
な
ド
ク
サ
に
対

す
る
ミ
ュ
ト
ス
の
争
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
激
情
に
対
す
る
理
性
の
戦
の
う
ち
に

倫
理
を
考
え
て
来
た
の
と
は
反
対
で
あ
る
。

し
か
る
に
ド
ク
サ
や
ロ
ゴ
ス
と
戦
う
に
し
て
も
パ
ト
ス
的
方
面
の
深
奥
に
控
え
て
い
る
も
の
は
無
で
あ
る
。
パ

ト
ス
に
お
い
て
顕
に
な
る
も
の
は
何
等
の
普
遍
性
、
一
般
性
を
も
有
し
な
い
。
主
体
的
な
生
の
特
質
は
む
し
ろ
そ

の
断
片
性
で
あ
っ
て
、
パ
ト
ス
に
お
い
て
顕
に
な
る
も
の
は
絶
え
ず
特
殊
的
な
も
の
、
性
格
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
精
神
的
情
況
か
ら
懐
疑
と
か
不
安
と
か
い
わ
れ
て
い
る
も
の
が
生
ず
る
。
今
日
の
文
学
に
現
れ
て
い

る
倫
理
は
懐
疑
や
不
安
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
パ
ト
ス
を
動
か
し
、

そ
の
間
の
葛
藤
を
惹
き
起
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
根
柢
に
お
い
て
無
の
パ
ト
ス
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
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な
パ
ト
ス
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
倫
理
は

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
究
極
の
意
味
に
お
い
て
、
客
体
の
有
に
対
し
て
は
無
と
も
い
う
べ
き
主

体
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
証
明
の
要
求
に
は
特
殊
な
知
性
、
特

殊
な
科
学
的
精
神
が
必
要
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
知
性
、
ジ
ー
ド
の
科
学
的
精
神
な
ど
と
い
わ
れ
る
も
の
も
そ

れ
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
か
よ
う
な
知
性
は
デ
カ
ル
ト
的
な
知
性
で
は
な
い
。
む
し
ろ
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
格

闘
が
あ
る
。
ジ
ー
ド
は
、「
デ
カ
ル
ト
哲
学
は	 “Every m

an in his hum
our” i	

と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
な
か
っ
た
。

経
験
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
も
大
し
た
興
味
を
も
た
ず
、
要
す
る
に
不
十
分
な
好
奇
心
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
自
然

科
学
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
、
純
粋
科
学
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
愛
好
。」
と
評
し
て
い
る
。
我
々
は

ま
た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
も
か
よ
う
な
特
殊
な
知
性
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
パ
ト
ス
的
な
も
の
も
或
る
種

の
ロ
ゴ
ス
と
結
び
附
く
の
で
な
け
れ
ば
芸
術
家
に
と
っ
て
「
世
界
像
」
と
は
な
ら
ず
、
従
っ
て
芸
術
の
中
へ
は
い

っ
て
来
な
い
。
し
か
し
倫
理
は
も
と
世
界
像
と
は
区
別
さ
れ
る
「
世
界
観
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
人
間
の
意
識
は

そ
の
隅
々
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
の
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
に
よ
っ
て
弁
証
法
的
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、

ロ
ゴ
ス
と
結
び
附
く
こ
と
は
パ
ト
ス
の
或
る
内
的
な
要
求
で
も
あ
る
。
主
体
的
な
も
の
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
客
観
的

i　

イ
ギ
リ
ス
人
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
喜
劇
の
題
で
も
あ
る
が
、「
十
人
十
色
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
。
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今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学

な
も
の
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
よ
う
に
、
因
果
関
係
を
辿
り
、
一
般
的
概
括
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
の
弁
証
法
は
体
系
的
連
続
的
な
も
の
で
な
く
、
非
連
続
的
な
性
質
的
弁
証
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
場
合
リ
ア
リ
ズ
ム
は
パ
ト
ス
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
従
っ
て
真
実
に
は
主
体
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
顕
に
し
よ
う
と
す

る
も
の
と
し
て
、
倫
理
的
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
リ
ア
リ
ズ
ム
が
客
観
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
異
な
る
こ
と
は
明
瞭
で

あ
ろ
う
。
各
々
の
作
家
に
つ
い
て
そ
の
間
に
決
し
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
ぬ
相
違
が
あ
る
に
し
て
も
、
倫
理
の
問

題
が
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
の
特
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
も
し
も
ロ
ゴ
ス

的
な
も
の
を
現
実
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
は
同
じ
意
味
で
は
現
実
的
で
な
く
、
却
っ
て
可
能
的
な
も

の
で
あ
ろ
う
。
可
能
的
と
い
っ
て
も
、
単
に
空
想
的
な
も
の
で
は
な
い
。「
小
説
」
は
客
体
的
現
実
性
に
オ
リ
エ

ン
テ
ィ
ー
レ
ン
し
た
「
物
語
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
単
に
空
想
的
な
も
の
を
描
く
の
で
は
な
か

ろ
う
。
そ
こ
に
は
主
体
的
真
実
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
主
体
的
「
事
実
」
は
な

お
客
体
的
「
存
在
」
で
は
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
小
説
的
な
も
の
は
可
能
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た

私
の
い
う
よ
う
に
、
事
実
は
存
在
の
根
拠
と
い
う
意
味
を
含
む
と
す
れ
ば
、
パ
ト
ス
的
に
捉
え
ら
れ
た
可
能
的
な

人
間
は
そ
の
限
り
現
実
的
な
人
間
よ
り
も
よ
り
リ
ア
ル
な
人
間
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
「
自

分
の
生
活
情
熱
か
ら
割
り
出
し
た
人
間
行
為
の
分
析
物
を
捏で

っ
ち
あ
げ
て
、
可
能
的
な
人
間
の
数
々
を
描
き
出
し
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た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
」（
河
上
徹
太
郎
氏
）
の
如
き
が
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
と
は
別
の
意
味
で
リ
ア
リ
ス
ト
と
見
ら

れ
る
の
に
何
の
妨
げ
も
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
我
々
の
哲
学
的
規
定
に
従
う
と
、
人
間
は
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
的
統
一
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら

意
識
は
主
体
と
客
体
と
の
極
限
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
ま
た
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
弁
証
法
的
構
造
を
含
ん
で
い

る
。
即
ち
そ
れ
は
客
体
的
に
規
定
せ
ら
れ
る
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
主
体
的
に
規
定
せ
ら
れ
る
パ
ト
ス
的
意
識
と
か
ら

弁
証
法
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
い
ま
、
パ
ト
ス
的
意
識
を
パ
ト
ロ
ギ
ー
と
い
い
、
ロ
ゴ
ス
的
知
識
を
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
れ
ば
、
人
間
は
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
と
同
時
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
で

な
け
れ
ば
、
そ
の
全
き
現
実
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
得
な
い
と
も
い
わ
れ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
今
日
倫

理
的
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
文
学
は
、
あ
ま
り
に
一
面
的
に
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
こ
と
自
身
が
現
代
の
社
会
的
不
安
の
一
の
表
現
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
私
の
い
う
パ
ト
ロ
ギ
ー

は
も
と
よ
り
病
理
学
と
は
同
じ
で
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
と
い
う
こ
と
が
病
理
的
と
い
う
こ
と

と
な
る
場
合
も
な
く
は
な
か
ろ
う
。

文
学
に
お
け
る
パ
ト
ロ
ギ
ー
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
は
か
つ
て
今
日
ほ
ど
明
瞭
な
問
題
と
し
て
現
れ
た
こ
と

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
そ
れ
故
に
こ
そ
我
々
は
い
ま
こ
の
問
題
の
弁
証
法
的
な
解
決
を
要
求
し
て
は
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今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
も
と
弁
証
法
的
な
も
の
と
し
て
、
彼
が
リ
ア
ル
で
あ
る
と
い
う
の
は
二
重
の
意

味
に
お
い
て
で
あ
る
。
従
っ
て
人
間
を
単
に
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
に
描
い
た
の
で
は
、
な
お
全
く
現
実
的
な
人
間
は
描

か
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
考
え
た
如
く
、
単
な
る
内
面
性
は
抽
象
的
で
、
真
で
は
な
い
。
理
論
の
真
実

性
を
証
明
す
る
も
の
は
実
践
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
パ
ト
ス
の
真
実
性
を
証
明
す
る
も
の
は
、
こ
の
場
合

こ
そ
ま
さ
に
実
践
で
あ
る
と
い
わ
れ
得
る
。
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
客
体
的
な
自
然
的
及
び
社
会
的
環
境
の
う
ち
に

あ
り
、
そ
れ
ら
と
必
然
的
な
連
鎖
に
よ
っ
て
つ
な
が
り
、
そ
れ
ら
に
制
約
さ
れ
て
い
る
一
物
で
あ
る
。
ひ
と
は
彼

等
を
飽
く
ま
で
客
観
的
に
把
捉
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
人
間
を
単
に
客
観
的
に
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
に
見
た
の
で
は
、
真
に
生
き
た
人
間
は
描
か
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
客
体
的
現
実
性
か
ら
だ
け
で
は
、
作
品

の
内
面
的
必
然
性
は
従
っ
て
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
文
学
の
真
を
客
体
的
現
実
性
と
考
え
る
と
き
、
人
間
の
概

念
化
も
し
く
は
類
型
化
の
危
険
は
手
近
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
一
定
の
環
境
、
一
定
の
情
勢
、
一
定
の
危

機
の
う
ち
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
よ
う
な
環
境
、
情
勢
、
危
機
な
る
も
の
が
本
来
何
を
意
味
す
る

か
と
い
う
こ
と
で
す
ら
す
で
に
、
人
間
を
客
体
と
は
秩
序
の
異
な
る
主
体
と
し
て
理
解
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
理

解
さ
れ
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
単
な
る
客
観
主
義
は
真
に
社
会
的
歴
史
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
実
践
と
い
っ

て
も
、
何
等
か
の
仕
方
で
客
体
と
は
区
別
さ
れ
る
主
体
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
現
実
的
に
は
実
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践
の
概
念
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
る
に
主
体
的
な
も
の
が
主
体
的
な
も
の
と
し
て
自
己
を
告
知
す
る
の
は
パ
ト
ス

的
意
識
に
お
い
て
で
あ
る
。
主
体
的
な
も
の
は
飽
く
ま
で
主
体
的
な
「
も
の
」
で
あ
っ
て
、単
な
る
意
識
で
な
い
。

け
れ
ど
も
主
体
性
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
の
は
パ
ト
ス
即
ち
い
わ
ゆ
る
心
理
に
お
い
て
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

心
理
は
こ
の
場
合
も
と
よ
り
そ
れ
自
身
の
現
実
と
見
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
現
実
は
む
し
ろ
ど
こ
ま
で
も
客
体
的
現

実
性
と
し
て
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
間
の
主
体
性
を
描
き
出
す
た
め
に
は
心
理
が
描
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
に
主
体
的
真
実
性
が
、か
く
て
ま
た
内
面
的
必
然
性
が
与
え
ら
れ
ん
が
た
め
で
あ
る
。

い
わ
ば
心
理
描
写
の
た
め
の
心
理
描
写
で
な
く
、
人
間
の
主
体
性
を
真
に
主
体
的
に
描
写
せ
ん
が
た
め
の
心
理
描

写
、
そ
う
い
う
も
の
は
つ
ね
に
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
つ
ま
り
生
き
た
現
実
的
な
人
間
を
描
こ
う
と

す
る
文
学
は
、
人
間
を
ロ
ゴ
ス
的
に
、
そ
し
て
同
時
に
ま
た
パ
ト
ス
的
に
、
し
か
も
両
者
の
弁
証
法
的
関
聯
に
お

い
て
捉
え
且
つ
描
き
出
す
よ
う
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
客
体
的
現
実
性
と
主
体
的
真
実
性
と

の
弁
証
法
を
文
学
自
身
の
方
法
に
よ
っ
て
解
決
す
る
と
い
う
こ
と
が
課
題
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。



二
〇
七

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
パ
ト
ロ
ギ
ー

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
パ
ト
ロ
ギ
ー	

【1933.3

】

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
一
生
の
間
「
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
」
を
信
奉
し
た
。
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
対
す
る
彼
の
尊
敬
は
非
常

な
も
の
で
あ
っ
た
。
先
ず
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
、
次
に
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
カ
バ
ニ
ス
、
ト
ラ
シ
な
ど
の
名
は
彼
の

著
作
に
お
い
て
無
数
の
機
会
に
讃
辞
を
尽
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
「
私
の
た
め
に
人
間
の

二
枚
扉
の
戸
を
開
い
た
人
」で
あ
る
と
い
い
、ト
ラ
シ
に
つ
い
て
は「
そ
の
書
物
に
よ
っ
て
私
が
最
も
感
心
し
た
人
、

私
に
革
命
を
喚
び
起
し
た
唯
一
の
人
」
と
書
い
て
い
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
か
く
も
尊
重
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
イ
デ

オ
ロ
ジ
ー
と
は
如
何
な
る
科
学
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。「
こ
の
科
学
は
、
も
し
ひ
と
が
そ
の
対
象
に
し
か
注
意

し
な
い
な
ら
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
（
観
念
学
）
と
称
せ
ら
れ
得
る
、
も
し
ひ
と
が
そ
の
手
段
を
し
か
顧
慮
し
な
い

な
ら
ば
、
一
般
文
法
学
と
称
せ
ら
れ
得
る
、
そ
し
て
も
し
ひ
と
が
そ
の
目
的
を
し
か
考
察
し
な
い
な
ら
ば
、
論
理

学
と
称
せ
ら
れ
得
る
。
そ
れ
に
如
何
な
る
名
が
与
え
ら
れ
る
に
せ
よ
、
そ
の
名
は
必
然
的
に
こ
れ
ら
三
つ
の
部
分

を
含
む
、
蓋
し
ひ
と
は
そ
の
一
つ
の
部
分
を
、
他
の
二
つ
の
部
分
を
取
扱
う
こ
と
な
し
に
、
合
理
的
に
取
扱
う
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
ト
ラ
シ
は
定
義
的
に
述
べ
て
い
る
。
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
と
い
う
も
の
の
内
容
が
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こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
つ
ま
り
私
の
い
う
ロ
ゴ
ス
或
い
は
ロ
ゴ
ス
的
意
識
の
科
学
に
ほ
か

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
先
ず
一
般
文
法
学
と
い
う
意
味
で
言
葉
（
ロ
ゴ
ス
）
の
学
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た

論
理
学
（
ロ
ジ
ッ
ク
）
と
い
う
意
味
で
ロ
ゴ
ス
の
学
で
あ
り
、
そ
し
て
更
に
根
本
的
に
そ
れ
は
観
念
学
と
い
う
意

味
で
ロ
ゴ
ス
（
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
に
よ
る
と
、
ロ
ゴ
ス
は
す
な
わ
ち
エ
イ
ド
ス
、
或
い
は
イ
デ
ー
で
あ
る
）
の

学
で
あ
る
。
こ
の
場
合
イ
デ
ー
と
い
う
語
は
な
に
も
理
想
主
義
的
な
意
味
に
と
ら
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
私
が

花
を
見
る
と
き
、
花
の
観
念
が
与
え
ら
れ
る
、
鳥
を
見
る
と
き
、
鳥
の
観
念
が
与
え
ら
れ
る
。
見
る
こ
と
に
は
見

ら
れ
た
も
の
が
あ
る
、
意
識
は
何
物
か
の
意
識
で
あ
る
。
意
識
の
作
用
は
対
象
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
対

象
を
含
む
、
従
っ
て
対
象
性
も
し
く
は
客
観
性
を
有
す
る
意
識
を
私
は
す
べ
て
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
呼
ぶ
。
そ
れ
に

は
感
性
知
覚
の
如
き
も
の
か
ら
思
惟
に
至
る
ま
で
い
ろ
い
ろ
種
類
と
段
階
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
は

お
し
な
べ
て
客
体
的
な
意
識
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
か
く
の
如
き
客
体
的
な
意
識
に
関
す
る
科

学
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

尤
も
フ
ラ
ン
ス
の
当
時
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
は
単
に
い
わ
ゆ
る
心
理
学
の
研
究
を
企
て
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
エ

ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
が
そ
の
著
書
の
ひ
と
つ
を
『
人
間
論
』
と
名
附
け
た
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
は
つ
ま
り
人
間
学

で
あ
っ
た
。そ
し
て
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
に
と
っ
て
は
人
間
の
研
究
は
社
会
的
革
新
を
準
備
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
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と
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人
間
学
は
政
治
学
及
び
社
会
科
学
の
予
備
の
章
を
意
味
し
た
。
し
か
し
そ
の
意
図
が
ど
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、

彼
等
が
「
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
で
あ
っ
た
限
り
、彼
等
は
人
間
を
単
に
客
体
的
に
し
か
捉
え
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
等
の
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
は
人
間
の
主
体
的
な
意
識
を
そ
の
主
体
性
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
主
体
的
な
意
識
を
私
は
ロ
ゴ
ス
に
対
し
て
一
般
に
パ
ト
ス
或
い
は
パ
ト
ス
的
意
識
と
称
す
る
。
イ
デ

オ
ロ
ー
グ
に
と
っ
て
は
パ
ッ
シ
ョ
ン
（
パ
ト
ス
）
は
む
し
ろ
何
か
錯
覚
的
な
も
の
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
た
ぬ
も
の

で
あ
っ
た
。
人
間
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
は
悪
い
政
治
制
度
に
、
間
違
っ
た
社
会
形
態
に
由
来
す
る
附
加
物
で
あ
り
、
従

っ
て
そ
れ
は
政
治
的
進
歩
に
よ
っ
て
消
滅
さ
せ
ら
る
べ
き
も
の
、
ま
た
消
滅
さ
せ
ら
れ
得
る
も
の
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
た
。
た
だ
ト
ラ
シ
は
こ
の
点
で
い
く
ら
か
例
外
を
な
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
に
お
い
て
か
よ
う
な
イ

デ
オ
ロ
ー
グ
に
対
し
て
パ
ッ
シ
ョ
ン
の
固
有
の
意
味
を
認
め
る
に
至
っ
た
の
は
メ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
ビ
ラ
ン
の
ア
ン

ト
ロ
ポ
ロ
ジ
ー
（
人
間
学
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
す
で
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
す
ぐ
れ
た
人
間
学
者
と
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
パ
ッ

シ
ョ
ン
の
分
析
を
附
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
理
解
し
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
単
な
る
イ

デ
オ
ロ
ー
グ
で
な
く
立
派
な
小
説
家
で
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
の
分
析
は
『
恋
愛

論
』
に
お
い
て
一
応
纏
っ
た
形
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
私
は
い
つ
か
こ
の
た
ぐ
い
稀
な
る
書
物
に
つ
い
て
書
い
て
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み
た
い
と
思
う
。
彼
の
た
め
に
「
人
間
の
二
枚
扉
の
戸
を
開
い
た
」
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
も
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
、
殊
に

愛
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
の
根
源
性
、そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
彼
に
は
堪
え
難
い
人
で
あ
っ
た
。

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
い
う
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
は
乾
い
た
心
臓
、
冷
い
心
の
人
で
あ
っ
た
、
彼
は
全
く
間
違
っ
て
い

た
、
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
は
一
定
の
対
象
に
適
用
さ
れ
る
と
粗
暴
な
も
の
に
な
る
。「
悪
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
人
々

が
美
術
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
理
窟
を
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
喙
く
ち
ば
しを

入
れ
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
り
、
更
に
よ
り
悪

い
こ
と
は
、
そ
れ
を
実
地
に
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
喙
を
入
れ
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
る
」。
芸
術
の
問
題
は
何

よ
り
も
パ
ト
ス
の
問
題
で
あ
る
。ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
パ
ッ
シ
ョ
ン
と
芸
術
と
は
同
じ
根
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。

さ
し
あ
た
り
ひ
と
は
創
作
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
考
え
て
み
る
が
宜
い
。
天
才
と
い
う
語
と
同
じ

く
、
創
造
と
い
う
語
は
現
代
に
は
不
向
き
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
頃
も
或
る
人
が
私
の
文
章
を
批
評
し
た

際
、
私
が
創
造
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
こ
と
を
非
難
す
る
も
の
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
生
産
と
い
う
言
葉
で
置
き
換

え
る
べ
き
で
あ
る
と
書
い
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
普
通
に
文
芸
な
ど
に
お
い
て
創
作
と
い
わ
れ
る
も
の
に
は
何

か
創
造
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
の
面
を
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
作
家
が
小
説
を
作
る
こ
と
と
工
場
で

時
計
を
生
産
す
る
こ
と
と
の
間
に
は
差
異
が
あ
る
。
後
の
も
の
が
客
観
的
な
過
程
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
前
の
も

の
は
客
観
的
な
も
の
に
分
解
し
て
し
ま
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
客
観
的
と
は
考
え
ら
れ
な
い
主
観
的
な
も
の
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を
含
ん
で
い
る
。
主
観
的
と
い
っ
て
も
単
な
る
気
随
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
ま
た
創
作
も
人
間
的
な

活
動
と
し
て
、
神
の
創
造
の
場
合
に
お
け
る
如
く
何
物
も
、
何
等
の
物
質
的
な
も
の
、
何
等
の
身
体
的
な
も
の
も

予
想
し
な
い
純
粋
な
創
造
活
動
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
物
質
的
乃
至
身
体
的
な

も
の
が
外
的
存
在
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
創
作
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
意
識
は
外
部

の
存
在
を
模
写
す
る
と
か
反
映
す
る
と
か
い
わ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
意
識
が
単
に
外
的
存
在
を
反
映
し
模
写
す

る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
関
係
か
ら
は
創
作
と
い
う
も
の
は
出
て
こ
な
い
筈
で
あ
る
。
し
か
も
創
作
と
い
う
活

動
も
、
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
身
体
或
い
は
物
質
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
純
粋
な
創
造
活
動
で
あ
り
得
な

い
と
す
れ
ば
、
人
間
の
創
作
活
動
の
根
柢
に
は
何
か
、
外
的
物
質
、
外
的
身
体
と
は
異
な
る
意
味
に
お
け
る
内
的

な
身
体
或
い
は
物
質
が
あ
り
、
こ
の
も
の
に
よ
っ
て
そ
れ
が
裏
か
ら
、
内
部
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
意
識
に
対
し
て
二
重
の
超
越
が
考
え
ら
れ
る
。
外
に
向
っ
て
意
識
を
超
越
す
る
外
的
存
在
に
よ

っ
て
意
識
の
規
定
さ
れ
る
関
係
が
反
映
と
か
模
写
と
か
い
わ
れ
る
な
ら
ば
、
内
に
向
っ
て
意
識
を
超
越
す
る
内
的

身
体
に
よ
っ
て
意
識
の
規
定
さ
れ
る
関
係
は
表
現
と
か
表
出
と
か
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
に
向
っ
て
意
識

を
超
越
す
る
も
の
は
客
体
と
は
い
わ
れ
ず
、
主
体
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
意
識
に
お
い
て
主
体
は
映
さ
れ
る
と
い

う
よ
り
も
、
主
体
が
意
識
の
う
ち
に
に
じ
み
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
主
体
は
外
に
見
ら
れ
る
の
で
な
く
、
い
わ
ゆ
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o	

（
心
臓
の
う
ち
に
隠
さ
れ
た
見
え
ざ
る
人
間
）
で
あ
る
。
こ
の
内
的
人
間
も
人
間

と
し
て
純
粋
な
精
神
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
身
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
内
に
向
っ
て
意

識
を
超
越
す
る
主
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
限
り
の
意
識
が
パ
ト
ス
で
あ
る
。
パ
ト
ス
は
主
体
を
模
写
す
る
と
は

い
わ
れ
ず
、
そ
れ
を
表
出
し
表
現
す
る
。
創
作
の
問
題
は
根
本
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
パ
ト
ス
の
問
題
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は『
情
念
論
』の
な
か
で
エ
ス
プ
リ
・
ザ
ニ
モ
オ（
動
物
精
気
）に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、

動
物
精
気
と
い
う
の
は
血
液
の
最
も
微
細
な
、
最
も
動
き
易
い
、
最
も
熱
し
た
部
分
で
あ
っ
て
、
心
臓
の
熱
気
に

よ
っ
て
蒸
溜
さ
れ
て
生
じ
、
他
の
部
分
と
は
違
い
こ
の
部
分
だ
け
は
、
非
常
に
狭
い
路
を
通
っ
て
脳
髄
の
中
へ
入

る
こ
と
が
で
き
る
。
動
物
精
気
は
特
に
人
間
の
情
念
（
パ
ッ
シ
ョ
ン
）
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
デ
カ
ル
ト

に
よ
る
と
、
視
覚
、
聴
覚
な
ど
の
外
的
感
覚
や
飢
渇
な
ど
の
自
然
的
衝
動
は
身
体
の
機
関
に
関
係
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
喜
び
、
悲
し
み
、
愛
、
憎
み
な
ど
と
い
う
情
念
は
ど
の
よ
う
な
身
体
の
機
関
に
も
関
係
な
く
、
精
神
そ
の

も
の
の
感
動
で
あ
る
。し
か
し
こ
の
精
神
の
感
動
は
精
神
み
ず
か
ら
の
能
動
作
用
に
も
と
づ
い
て
起
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
精
神
の
受
動
状
態
で
あ
っ
て
、
肉
体
こ
と
に
動
物
精
気
の
影
響
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
情
念

は
一
方
で
は
視
覚
、
聴
覚
、
ま
た
飢
渇
な
ど
と
は
違
っ
て
或
る
内
的
な
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
、
そ
れ
は
精
神
の

感
動
で
あ
る
。
し
か
し
情
念
は
他
方
で
は
純
粋
な
精
神
活
動
で
は
な
く
、
外
的
感
覚
や
自
然
的
衝
動
と
同
じ
く
身
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体
に
依
存
す
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
後
者
の
よ
う
に
身
体
の
機
関
即
ち
或
る
外
的
身
体
に

依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
い
わ
ば
内
的
身
体
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
情
念
が
そ
れ
に
依
存
す
る
と
せ
ら

れ
、
眼
や
耳
、
胃
腸
な
ど
の
身
体
の
機
関
と
は
異
な
る
機
能
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
た
動
物
精
気
は
、
普
通
に
い

う
身
体
即
ち
外
的
身
体
に
対
す
る
内
的
身
体
の
意
味
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
デ
カ
ル
ト
の
如
く
血

液
の
或
る
部
分
と
い
う
よ
う
に
考
え
た
の
で
は
、
結
局
そ
れ
も
外
的
身
体
の
一
部
に
な
っ
て
し
ま
い
、
情
念
が
外

的
感
覚
や
自
然
的
衝
動
と
は
違
っ
て
、
身
体
に
依
存
し
な
が
ら
な
お
或
る
内
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
失

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
に
し
て
人
間
は
二
重
の
意
味
に
お
い
て
身
体
を
有
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
が
喜
び
、
悲

し
み
、
愛
、
憎
み
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
情
念
に
動
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
外
的
身
体
と
は
異
な
る
内
的

身
体
を
有
す
る
し
る
し
で
あ
る
。
人
間
の
外
的
身
体
に
個
人
に
よ
っ
て
強
弱
の
別
が
あ
る
よ
う
に
、
人
間
の
内
的

身
体
に
も
個
人
に
よ
っ
て
強
弱
の
別
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
両
者
の
強
弱
は
必
ず
し
も
平
行
し
一
致
し
て
い

な
い
。
い
わ
ゆ
る
か
ら
だ
の
弱
い
人
に
も
動
物
精
気
の
な
か
な
か
多
い
人
が
あ
る
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
純
粋
性
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
、
ま
た
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
人
間
的
活
動
の
領
域

に
お
い
て
は
特
に
、
そ
の
人
の
動
物
精
気
の
量
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
文
学
や
哲
学
な
ど
に
お
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い
て
は
純
粋
性
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
諸
科
学
の
場
合
に
は
固
有
な
意
味
で
の
純
粋
性
の
問
題
は
存
し
な

い
。
文
学
や
哲
学
な
ど
の
領
域
に
お
け
る
活
動
は
内
的
身
体
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
純
粋
な
も
の

の
問
題
は
動
物
精
気
の
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
な
ん
ら
精
神
の
問
題
で
な
く
て
身
体
の
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
形

あ
る
身
体
で
は
な
く
て
形
な
き
身
体
の
問
題
で
あ
る
。
こ
う
い
う
も
の
に
根
差
し
て
い
る
故
に
純
粋
性
が
問
題
に

な
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
う
い
う
も
の
の
中
か
ら
だ
こ
そ
純
粋
と
い
わ
れ
る
も
の
も
生
じ
得
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
内
的
身
体
は
形
な
き
も
の
と
し
て
、
外
的
身
体
よ
り
も
質
料
的
、
よ
り
物
質
的
で
あ
る
。

愛
や
憎
み
は
盲
目
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
情
念
も
、
そ
れ
が
依
存
す
る
と
こ
ろ
の
動
物
精
気

に
比
し
て
は
な
お
光
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
は
天
才
の
活
動
の
う
ち
に
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
を
見
た

が
、デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
と
い
う
の
は
動
物
精
気
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
人
の
考
え
方
と
は
反
対
に
、

形
あ
る
も
の
、
イ
デ
ア
的
な
も
の
よ
り
も
、
質
料
的
な
も
の
、
物
質
的
な
も
の
が
よ
り
原
理
的
な
も
の
で
あ
る
。

形
あ
る
身
体
よ
り
も
動
物
精
気
は
よ
り
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
も
の
の
根
源
の
上
に
イ
デ
ア
的
な
も
の
、

即
ち
文
学
に
お
け
る
表
現
、
哲
学
に
お
け
る
思
惟
は
生
れ
る
。
文
は
人
な
り
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
文
は
動
物
精

気
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
感
性
的
な
も
の
、
身
体
的
な
も
の
の
基
礎
の
上
に
あ
る
も
の
の

み
が
、
こ
の
も
の
の
物
質
的
な
圧
力
を
通
し
て
、
人
間
に
訴
え
る
こ
と
、
迫
る
こ
と
、
人
間
を
捉
え
る
こ
と
が
で
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き
る
。
し
か
し
多
量
な
エ
ス
プ
リ
・
ザ
ニ
モ
オ
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
人
間
に
も
、
書
物
に
も
、
そ
う
た
び
た
び

出
会
う
も
の
で
は
な
い
。「
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
」
の
が
歎
か
れ
る
の
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
情
熱
の
心
理
学
に
つ
い
て
無
経
験
で
無
知
な
ド
イ
ツ
人
に
対
し
て
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
を
称
揚
し
て

い
る
。
こ
の
ニ
ー
チ
ェ
は
一
生
の
間
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
格
闘
し
た
。
こ
の
い
わ
ば
世
界
史
的
な
格
闘
の
意
味
は
ど
こ

に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ロ
ゴ
ス
の
力
を
混
り
物
の
な
い
純
粋
さ
、
明
瞭
さ
に
お
い
て
現
し
た
人

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
抗
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
パ
ト
ス
の
根
源
性
と
高
さ
と
を
主
張
し
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
な
か
に
も

倫
理
を
ロ
ゴ
ス
と
結
び
附
け
た
。そ
れ
と
は
反
対
に
ニ
ー
チ
ェ
は
倫
理
上
の
諸
概
念
を
パ
ト
ス
か
ら
導
い
て
く
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
そ
の
反
キ
リ
ス
ト
的
な
口
吻
に
も
拘
ら
ず
キ
リ
ス
ト
と
は
格
闘
し
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
む
し
ろ
キ

リ
ス
ト
に
対
し
て
嫉
妬
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
思
想
史
上
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
の
高
い
価
値
を
発
見
し
た
の
が
ギ
リ

シ
ア
人
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
パ
ト
ス
の
深
い
意
味
を
見
出
し
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
パ
ト
ス
は
主
体
的

な
意
識
で
あ
る
が
、
そ
の
主
体
性
を
掘
り
下
げ
た
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
と
相
通
ず
る
魂
を
有
し
た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
主
体
性
を
も
っ
て
人
間
の
倫
理
的
実
存
と
考
え
、
そ
し
て
倫
理
と
パ

ト
ス
と
を
結
び
附
け
た
。
か
く
の
如
き
こ
と
は
わ
が
国
で
も
近
来
問
題
に
な
っ
て
い
る
文
学
に
お
け
る
倫
理
の
問

題
に
と
っ
て
無
関
係
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
倫
理
を
ロ
ゴ
ス
と
結
び
附
け
る
、
従
っ
て
そ
れ
を
理
性
の
問
題
と
見
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る
、
こ
れ
ま
で
普
通
の
、
そ
し
て
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
見
方
で
は
、
倫
理
の
問
題
そ
れ
自
体
が
根
本
的
に

失
わ
れ
て
し
ま
い
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
姑
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
は
少
な
く
と
も

文
学
に
関
す
る
限
り
倫
理
の
問
題
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
倫
理
の
問
題
が
パ
ト
ス
の
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ

に
文
学
と
倫
理
と
の
内
面
的
な
関
聯
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

さ
て
私
の
意
見
に
よ
る
と
、
人
間
の
意
識
は
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
い
う
相
反
す
る
方
向
の
も
の
か
ら
弁
証
法
的

に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
方
は
客
体
的
な
意
識
で
あ
り
、
他
方
は
主
体
的
な
意
識
で
あ

る
。
そ
し
て
ロ
ゴ
ス
的
意
識
に
い
ろ
い
ろ
な
種
類
と
段
階
が
あ
る
よ
う
に
、
パ
ト
ス
的
意
識
に
も
さ
ま
ざ
ま
の
種

類
と
段
階
が
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ロ
ゴ
ス
的
意
識
が
、
感
性
知
覚
の
如
き
も
の
か
ら
思
惟
の
方
向
に
次
第
に

高
ま
る
に
従
っ
て
、
そ
の
対
象
性
或
い
は
客
観
性
を
次
第
に
増
し
て
ゆ
く
の
と
は
反
対
に
、
パ
ト
ス
的
意
識
は
、

主
体
的
方
向
に
次
第
に
深
ま
る
に
従
っ
て
、
そ
の
対
象
を
失
い
、
次
第
に
無
対
象
に
な
っ
て
ゆ
く
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
こ
に
両
者
の
対
立
が
最
も
明
瞭
に
現
れ
る
。
一
定
の
対
象
、
従
っ
て
一
定
の
表
象
に
結
び
附
い
て

い
る
よ
う
な
パ
ト
ス
は
な
お
浅
薄
だ
と
い
え
る
。
深
い
パ
ト
ス
は
む
し
ろ
対
象
を
含
ま
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
よ

う
な
無
対
象
な
パ
ト
ス
と
し
て
、
た
と
え
ば
あ
の
運
命
の
意
識
、
原
罪
の
意
識
な
ど
は
解
釈
さ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
我
々
が
普
通
に
意
識
と
い
っ
て
い
る
の
は
す
べ
て
何
物
か
の
意
識
で
あ
り
、
従
っ
て
対
象
を
含
む
意
識
で
あ
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イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
パ
ト
ロ
ギ
ー

る
と
す
れ
ば
、
か
よ
う
な
無
対
象
な
パ
ト
ス
は
意
識
と
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
意
識
下
の
も
の
、
い
わ
ゆ
る
無
意

識
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
無
対
象
な
パ
ト
ス
に
表
現
を
与
え
る
も
の
が
芸
術
で
あ
る
。
ま
た
そ
の

よ
う
に
表
現
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
パ
ト
ス
の
主
体
性
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
ペ
ー
タ

ー
が
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』
の
な
か
で
い
っ
た
如
く
、「
す
べ
て
の
芸
術
は
絶
え
ず
音
楽
の
状
態
に
向
っ
て
憧
れ
る
。」	

A
ll art constantly aspires tow

ards the condition of m
usic.	

と
も
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
頃
の
文

学
の
或
る
も
の
が
、
意
識
の
上
層
建
築
の
無
意
識
の
土
台
を
顕
に
し
よ
う
と
す
る
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学
に
結

び
附
こ
う
と
し
て
い
る
の
も
、
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
か
し
フ
ロ
イ
ト
流
の
考
え
方
で
パ
ト
ス
の
問

題
が
十
分
に
解
か
れ
得
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
り
、
ま
た
人
間
の
意
識
に
お
い
て
は
単
に
パ
ト
ス
で
な
く
、
パ
ト

ス
と
ロ
ゴ
ス
と
の
弁
証
法
的
構
成
が
問
題
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
文
学
に
お
い
て
パ
ト
ス
の
表
現
が

可
能
で
あ
る
の
も
、
我
々
の
意
識
に
お
い
て
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
が
弁
証
法
的
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
知
性

が
は
た
ら
き
得
る
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
間
の
意
識
は
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
二
つ
の
方
面
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
意
識
の
研
究
は
単
に
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
特
に
パ
ト
ス
の
研
究
、
即
ち
パ
ト
ロ
ギ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
学
を
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
こ
と
は
今
日
の
流
行
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
創
作
態
度
の
上
で
も
観
念
、
思
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想
、
客
観
的
な
も
の
へ
の
偏
向
、
主
体
的
な
も
の
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
の
無
視
が
生
じ
、
作
家
が
小
説
家
で
な
く

イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
客
体
が
そ
の
客
観
性
に
お
い
て
自
己
を
顕

に
す
る
場
面
が
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
主
体
が
そ
の
主
体
性
に
お
い
て
自
己
を
顕
に
す
る
場
面
は
パ
ト
ス
で

あ
る
。
文
学
の
問
題
は
単
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
で
な
く
、
ま
た
特
に
パ
ト
ロ
ギ
ー
の
問
題
で
あ
る
。
文
学
を

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
見
る
見
方
の
限
界
が
は
っ
き
り
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
文
学
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

方
面
の
あ
る
こ
と
を
決
し
て
軽
ん
ず
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
従
来
の
哲
学
、
心
理
学
な
ど
に
お
い
て
少

数
の
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
十
分
に
、
ま
た
正
し
い
方
向
に
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
パ
ト
ス
の
研
究
即
ち
パ
ト

ロ
ギ
ー
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
文
学
を
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
見
よ
う
と
い
う

動
機
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
問
題
そ
の
も
の
も
実
は
パ
ト
ロ
ギ
ー
の
方
面
か
ら
解
決
を
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
現
今
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
言
葉
の
特
殊
な
性
質
は
、
そ
れ

が
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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ズ
ム
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問
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と
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学

ネ
オ
ヒ
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ム
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問
題
と
文
学	

【1933.10
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一

い
つ
の
ほ
ど
よ
り
か
、
こ
の
国
に
お
い
て
、
文
芸
復
興
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
現

代
に
数
多
い
あ
の
ミ
ュ
ト
ス
（
神
話
）
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
の
文
芸
復
興
と
い

う
こ
と
を
、
一
つ
の
現
実
と
し
て
で
な
く
、
一
つ
の
ミ
ュ
ト
ス
と
見
て
、
そ
れ
に
或
る
意
味
を
認
め
る
こ
と
が
出

来
る
。
そ
の
事
実
如
何
と
い
う
と
、
も
と
よ
り
疑
問
が
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
単
に
事
実
問
題
と
し
て
論
ず

る
が
如
き
は
、
こ
の
場
合
破
壊
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
と
も
い
え
る
。
む
し
ろ
我
々
は
人
間
の
歴
史
に
お
け
る

ミ
ュ
ト
ス
の
重
要
な
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
は
客
観
的
事
実
を
そ
の
ま
ま
現
す
も

の
で
な
い
が
、
決
し
て
た
だ
荒
唐
無
稽
な
も
の
で
は
な
い
。
人
間
の
新
し
い
歴
史
が
始
ま
る
と
き
、
何
等
か
の
ミ

ュ
ト
ス
が
ま
ず
孕
ま
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
ミ
ュ
ト
ス
は
ど
こ
ま
で
も
ミ
ュ
ト
ス
で
あ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
は
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
ミ
ュ
ト
ス
に
は
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認
識
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
故
に
、も
し
現
代
文
学
の
課
題
が
い
わ
れ
る
よ
う
に「
不
安
か
ら
再
建
へ
」

と
い
う
標
語
を
も
っ
て
現
さ
れ
得
る
も
の
と
す
れ
ば
、
我
々
の
問
題
は
、
あ
の
烈
し
い
審
判
者
ア
ン
リ
・
マ
シ
ス

の
語
を
籍
り
る
と
き
、「
再
建
の
原
則
」
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
か
か
る
再
建
の
原
則
の
問
題
は
単
に
創
作
方
法
に

の
み
関
す
る
こ
と
で
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
不
安
の
文
学
の
一
代
表
者
と
看
做
さ
れ

る
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ー
ド
は
、「
私
は
自
分
が
今
日
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
の
最
良
の
代
表
者
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
宣
言

す
る
。
そ
し
て
マ
シ
ス
の
如
き
に
し
て
も
ジ
ー
ド
の
芸
術
的
手
法
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
の
で
あ

る
が
、
彼
は
ジ
ー
ド
が
こ
の
よ
う
な
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
芸
術
的
手
段
を
生
の
観
念
、
理
性
の
観
念
等
を
破
壊
す
る
た

め
に
し
か
用
い
な
い
と
い
っ
て
非
難
す
る
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
芸
術
で
は
あ
る
が
、「
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
人
間
」
で
は

な
い
と
判
断
す
る
。
再
建
の
原
則
は
或
る
意
味
で
は
文
学
以
前
の
も
の
に
関
係
し
、
し
か
も
か
よ
う
な
文
学
以
前

の
も
の
も
実
は
文
学
に
と
っ
て
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
。再
建
の
原
則
は
特
に「
時
代
批
評
」の
な
か
か
ら
生
れ
、

そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
時
代
批
評
と
い
う
の
は
単
に
文
学
の
い
わ
ゆ
る
社
会
的
批

評
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
は
す
ぐ
れ
た
時
代
批
評
家
で
あ
っ
て
、
か
か
る
者
と
し
て
と
り
わ

け
現
代
の
文
学
に
深
く
交
渉
し
て
い
る
よ
う
に
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
時
代
批
評
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ニ
ー

チ
ェ
は
文
学
上
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
ト
ゥ
ム
（
亜
流
者
風
）
を
批
判
し
、
現
実
と
そ
の
問
題
を
回
避
す
る
エ
ス
テ
ー
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と
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テ
ン
ト
ゥ
ム
（
唯
美
主
義
者
風
）
及
び
リ
テ
ラ
ー
テ
ン
ト
ゥ
ム
（
文
士
風
）
を
排
斥
し
た
。
そ
し
て
彼
は
新
し
い

ミ
ュ
ト
ス
と
エ
ー
ト
ス
（
倫
理
）
と
を
要
求
す
る
。
尤
も
彼
の
精
神
力
は
こ
の
ミ
ュ
ト
ス
を
形
成
す
る
に
至
ら
ず

し
て
破
滅
し
た
。
と
こ
ろ
で
今
の
時
代
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
ま
こ
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
ミ
ュ
ト
ス
を
内
蔵
し
て
い

る
。
従
っ
て
こ
の
と
き
時
代
批
評
の
機
能
は
、
か
よ
う
な
ミ
ュ
ト
ス
の
批
判
乃
至
形
成
の
た
め
の
原
則
の
認
識
を

与
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
特
に
、
文
芸
批
評
の
如
き
も
何
等
か
の
仕
方
で
時
代
批
評
の
意
味
を
含

ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
近
頃
わ
が
国
の
文
壇
の
一
部
で
、
し
か
も
批
評
家
た
ち
自
身
の
間
に
お
い

て
問
題
に
な
っ
た
批
評
の
無
能
と
い
う
こ
と
に
し
て
も
、
ひ
と
つ
の
理
由
に
は
、
批
評
が
時
代
批
評
の
意
味
を
喪

失
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

す
こ
し
以
前
私
は
不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克
に
つ
い
て
論
じ
、
現
代
の
文
学
と
哲
学
と
に
共
通
す
る
態
度
及

び
方
法
の
主
要
な
も
の
を
分
析
し
、
そ
の
ひ
と
つ
の
結
論
と
し
て
、
新
し
い
人
間
タ
イ
プ
の
構
成
と
い
う
こ
と

に
及
ん
だ
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
よ
り
広
い
関
聯
と
立
場
と
に
お
い
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
す
ぐ
に
思
い
附
か
れ
る
の
は
ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
あ
の
『
不
安

と
再
建
』
の
著
者
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
ク
レ
ミ
ュ
ー
は
確
か
に
そ
の
よ
う
に
再
建
の
原
則
と
し
て
ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
如
き
も
の
は
、
何
に
し
て
も
、
今
日
に



二
二
二

お
い
て
な
お
文
学
の
新
し
い
精
神
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
い
ま
こ
の
問
題
に
関
し
て
若
干
の
考
察

を
な
そ
う
と
思
う
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
語
は
歴
史
を
負
う
て
い
る
。
文
化
史
上
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
と
、二
つ
の
時
代
、

即
ち
ル
ネ
サ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
古
典
文
学
の
時
代
と
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
前
者
の
場
合
を

考
え
合
わ
せ
る
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
事
実
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
互
い
に
取

り
替
え
る
こ
と
の
で
き
る
二
つ
の
概
念
で
あ
る
。
た
だ
一
般
の
用
語
法
に
お
い
て
は
そ
の
間
に
区
別
を
立
て
、
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
概
念
は
あ
の
文
化
過
程
の
学
問
的
な
、
文
学
的
な
方
面
に
限
ら
れ
、
そ
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い

う
概
念
は
、
狭
い
意
味
で
は
単
に
そ
の
時
代
の
美
術
の
方
面
を
、
け
れ
ど
広
い
意
味
で
は
当
時
の
全
体
の
精
神
的

文
化
を
指
し
、か
く
て
ま
た
ル
ネ
サ
ン
ス
的
人
間
、ル
ネ
サ
ン
ス
的
国
家
、な
ど
と
い
う
風
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
現
在
の
文
化
史
的
研
究
に
よ
る
と
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
ル
ネ
サ
ン
ス
と
は
一
つ
の
統
一
を
な
し
、
同
一

の
文
化
運
動
を
現
す
異
な
る
名
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
入
口
に
ダ
ン
テ
が
、
そ
の
出
口
に
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
立
っ

て
い
る
。
中
世
か
ら
近
世
を
劃
す
る
こ
の
重
要
な
ル
ネ
サ
ン
ス
の
意
義
が
ど
こ
に
存
し
た
か
に
つ
い
て
考
え
る
場

合
、
我
々
は
今
の
関
係
に
お
い
て
さ
し
あ
た
り
二
つ
の
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ま
ず
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
文
字
通
り
に
「
再
生
」
ま
た
は
更
生
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
も
と
決
し
て
単
に
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二
三

ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
と
文
学

美
術
上
の
一
定
の
形
式
乃
至
主
義
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
語
を
あ
の
時
代
に
最
初
に
用
い
た

人
々
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
・
ロ
ー
マ
的
古
代
の
再
生
の
こ
と
を
特
に
考
え
た
の
で
は
な
く
、
或
る
死
し
た
る
も
の
、

死
し
た
る
文
化
の
復
興
、
破
壊
さ
れ
た
世
界
の
再
興
の
こ
と
を
思
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
人
々
は
む
し
ろ
自
分

自
身
の
こ
と
を
、
自
身
の
自
己
と
自
身
の
現
在
の
生
の
こ
と
を
、
自
身
の
人
間
的
再
生
、
彼
等
の
人
間
性
の
革
新

の
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
文
化
史
家
ブ
ル
ダ
ッ
ハ
の
言
葉
に
よ
る
と
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
何
よ
り
も
「
人
間
性

の
理
想
的
な
タ
イ
プ
」
に
向
っ
て
の
努
力
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
運
動
の
本
質

で
も
あ
っ
た
。
二
つ
の
運
動
に
共
通
な
核
実
は
、
新
し
い
人
間
価
値
に
向
っ
て
の
、
人
間
の
新
し
い
タ
イ
プ
に
向

っ
て
の
努
力
で
あ
る
。
こ
の
核
実
は
、
美
術
を
新
し
い
軌
道
へ
推
し
進
め
る
前
に
、
ま
ず
文
学
的
形
成
に
お
い
て

現
象
し
た
。
ダ
ン
テ
の
一
作
品
が
そ
の
名
と
し
て
い
る
よ
う
な
「
新
生
」
の
、
も
し
く
は
再
生
の
像
は
、
夙
に
ボ

ナ
ヴ
ェ
ン
ツ
ラ
、
ダ
ン
テ
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
、
ボ
ッ
カ
チ
ヨ
、
リ
エ
ン
チ
の
時
代
を
支
配
し
て
い
た
。
新
し
い
人
間

性
の
探
求
、
発
見
、
確
立
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
、
そ
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
の
根
柢
的
な
要
求
で
あ
っ
た
。

次
に
再
生
の
像
は
も
と
も
と
文
芸
以
上
の
も
の
に
関
し
て
い
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
単
に
い
わ
ゆ
る
「
文
芸
の
復

興
」
を
意
味
す
る
の
で
な
い
。
こ
の
像
は
初
め
に
は
教
育
及
び
社
会
の
、
後
に
は
主
と
し
て
文
学
の
、
美
術
の
、

道
徳
的
及
び
社
会
的
生
活
の
革
新
に
対
す
る
熱
烈
な
要
求
の
表
現
で
あ
っ
た
。
ダ
ン
テ
は
「
新
し
い
詩
」
に
お
い
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て
人
間
の
魂
の
革
新
を
求
め
た
、け
れ
ど
も
彼
は
そ
れ
を
た
だ
専
ら
神
と
の
関
係
に
お
い
て
求
め
た
の
で
は
な
い
。

彼
は
も
と
よ
り
教
会
の
改
革
を
望
み
は
し
た
が
、
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
一
切
の
地
上
的
な
も
の
の
、
国
家
及
び
社

会
の
革
新
と
の
関
聯
に
お
い
て
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
単
に
文
芸
の
そ
れ
で
は
な
く
、
個
人
の
そ

れ
で
も
な
く
、
同
時
に
社
会
の
そ
れ
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
革
新
の
要
求
は
普
遍
的
に
感
じ
ら
れ
、
普
遍
的
な

聯
関
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
言
葉
を
藉
り
る
と
、「
事
物
の
核
心
が
変
化
す
る
こ
と
、」「
地

上
の
面
貌
が
他
の
も
の
と
な
り
、
精
神
の
状
態
が
以
前
と
は
違
っ
た
も
の
と
な
り
、
天
が
下
に
生
き
る
何
物
も
も

は
や
自
己
自
身
と
同
じ
に
と
ど
ま
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ペ
ト
ラ
ル
カ
に

と
っ
て
も
決
定
的
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
の
は
古
代
的
事
物
、
古
代
の
文
学
及
び
美
術
の
復
活
、
再
興
で
は
な
か

っ
た
。

か
く
の
如
き
歴
史
的
回
顧
は
、
あ
ま
り
に
簡
単
に
過
ぎ
る
け
れ
ど
も
、
我
々
が
今
日
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
十
分
反
省
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
も
と
に
理
解
す
べ

き
は
何
よ
り
も
新
し
い
人
間
性
の
探
求
、
人
間
の
新
し
い
タ
イ
プ
へ
の
努
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
か
よ
う
な
探
求
と

努
力
と
を
文
学
に
お
い
て
も
期
待
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
い
ず
れ
か
の
古
い
文
芸
の
復
興
、
ル

ネ
サ
ン
ス
時
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
或
い
は
あ
の
第
二
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
も
い
う
べ
き
ド
イ
ツ
古
典
文
学
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ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
と
文
学

並
び
に
美
学
の
再
興
の
こ
と
で
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
人
間
の
再
生
は
そ
れ
だ
け
と
し
て
、
ま
た
単
に
文
芸
に
お

い
て
の
み
待
望
さ
る
べ
き
こ
と
で
な
く
、
特
に
社
会
の
革
新
と
の
関
聯
に
お
い
て
期
待
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
は
相
互
に
連
繋
し
た
事
柄
で
あ
る
。
人
間
性
の
問
題
に
固
着
し
て
社
会
の
問
題
を
滅
却
す
る
と
い
う
が
如
き

こ
と
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
で
あ
り
得
な
い
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
仕
事
が
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
個
人
の
発

見
」
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
は
む
し
ろ
社
会
的
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
こ
で
は
単
に
い
わ
ゆ
る
「
社
会
」
の
み
が
問
題
に
な
る
の
で
な
く
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
も

と
よ
り
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
人
間
性
の
問
題
を
割
引
し
て
考
え
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
。
か
く
し
て
新

し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
社
会
性
と
人
間
性
と
の
結
合
と
い
う
こ
と
が
そ
の
中
心
的
な
問
題
で
あ
る
べ

き
筈
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
二
つ
の
も
の
は
本
来
別
の
こ
と
が
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ

ま
で
、
社
会
性
を
強
調
す
る
場
合
多
く
客
観
主
義
の
弊
に
陥
り
、
人
間
性
を
力
説
す
る
場
合
多
く
主
観
主
義
の
害

を
伴
っ
た
と
い
う
こ
と
も
争
わ
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
主
観
主
義

と
単
な
る
客
観
主
義
と
を
自
己
の
う
ち
に
包
む
よ
り
高
い
立
場
に
お
い
て
、
人
間
性
と
社
会
性
と
の
綜
合
を
企
て

る
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
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二

実
に
か
く
の
如
き
問
題
情
況
が
歴
史
の
順
序
に
よ
っ
て
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ジ
ン
メ
ル
は
大
い
な
る
文

化
時
代
の
各
々
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
中
心
概
念
、
も
ろ
も
ろ
の
精
神
的
運
動
が
そ
れ
か
ら
出
て
来
る
と
同

時
に
そ
れ
へ
向
っ
て
行
く
よ
う
に
見
え
る
一
つ
の
中
心
概
念
が
認
め
ら
れ
得
る
と
考
え
、
か
よ
う
な
中
心
概
念
と

し
て
十
九
世
紀
に
は
「
社
会
」
の
概
念
が
現
れ
、
そ
し
て
二
十
世
紀
へ
の
移
り
目
か
ら
「
生
」
の
概
念
が
代
っ
て

中
心
的
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
る
に
現
在
に
お
い
て
、
一
方
、
社
会
が
そ

の
よ
う
な
中
心
概
念
で
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
、
反
対
に
そ
れ
は
い
よ
い
よ
そ
の
圧
力
を
加
重
し
て
い
る
。
た

だ
社
会
は
我
々
に
と
っ
て
も
は
や
十
九
世
紀
の
人
々
が
考
え
た
よ
う
な
何
と
な
く
空
想
的
な
、
表
面
的
な
も
の
で

な
く
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
見
出
さ
れ
た
社
会
は
最
も
非
社
会
的
な
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
他
方
、
生
は

今
日
に
お
い
て
依
然
「
生
」
の
概
念
と
し
て
中
心
概
念
で
あ
る
の
で
な
い
。
か
の
「
生
よ
り
実
存
へ
」
と
い
う
合

言
葉
の
示
す
如
く
、
二
十
世
紀
の
初
め
に
お
け
る
多
か
れ
少
な
か
れ
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
生
の
概
念
は
、
現
在
の

い
わ
ゆ
る
「
実
存
」
の
概
念
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
上
に
お
か
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
極

限
に
ま
で
突
き
詰
め
ら
れ
た
。
実
存
と
い
う
の
は
人
間
生
存
の
或
る
極
限
的
な
も
の
で
あ
る
。
生
が
こ
の
よ
う
に

主
体
的
な
方
向
に
追
求
さ
れ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
顕
に
さ
れ
た
の
は
、
い
わ
ば
有
で
な
く
却
っ
て
無
で
あ
り
、
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ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
と
文
学

生
で
は
な
く
む
し
ろ
死
で
あ
っ
た
。
右
の
如
き
、
社
会
及
び
人
間
の
、
二
つ
の
方
向
に
お
け
る
極
限
情
況
の
う
ち

に
ま
さ
に
、
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
は
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
問
題
の
深
み
と
そ

の
弁
証
法
的
な
性
質
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
極
限
情
況
に
お
け
る
も
の
と
し
て
問
題
は
、
政
治
的

に
は
新
秩
序
の
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
如
く
、
芸
術
的
に
は
そ
の
最
も
深
き
意
味
に
お
け
る
創
造
の
問
題

で
あ
る
の
ほ
か
な
い
。
今
日
特
に
創
作
と
い
う
こ
と
は
革
新
と
い
う
の
と
同
様
の
意
味
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
学
に
お
け
る
政
治
主
義
乃
至
政
治
の
優
位
な
ど
い
う
こ
と
と
は
別
に
、

深
く
考
え
て
み
る
べ
き
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
我
々
は
、
今
日
の
文
学
に
お
け
る
か
か
る
創
造
の
問
題

は
、
と
り
わ
け
新
し
い
人
間
タ
イ
プ
の
創
造
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
信
ず
る
。

な
ぜ
な
ら
、
今
日
我
々
に
と
っ
て
自
明
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
人
間
の
タ
イ
プ
は
存
し
な
い
。
そ
の
こ
と
は
ま

さ
に
、
こ
の
時
代
に
人
間
の
本
質
に
つ
い
て
の
見
解
が
不
確
か
で
、
曖
昧
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
こ
と
が
我
々
の
時
代
に
お
い
て
、
特
別
に
人
々
を
人
間
学
と
い
う
も
の
に
関
心
せ
し
め
、
人
間
学
の
か

く
も
流
行
す
る
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
学
の
代
表
的
な
学
者
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
シ

ェ
ー
ラ
ー
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な
ど
の
思
惟
を
動
か
し
て
い
る
の
は
、
現
代
に
お
い
て
ほ
ど
人
間
の
起
原
及
び
本
質

に
つ
い
て
の
見
解
が
多
義
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
心
理
学
、
生
理
学
、
人
類
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学
、
社
会
学
等
、
人
間
に
関
す
る
科
学
は
非
常
な
発
達
を
な
し
た
。
如
何
な
る
時
代
も
今
日
の
時
代
ほ
ど
人
間
に

つ
い
て
多
く
の
こ
と
、
多
様
な
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
が
な
い
。
人
間
に
関
す
る
種
々
な
る
知
識
は
か
つ
て
に
な
く

増
大
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
我
々
の
時
代
に
と
っ
て
ほ
ど
人
間
が
曖
昧
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
の

は
、
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
タ
イ
プ
は
崩
さ
れ
、
失
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
現
代
の
人
間

学
は
何
等
新
し
い
人
間
タ
イ
プ
を
構
成
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
い
な
、
却
っ
て
、
人
間
タ
イ
プ
の
構
成
と
い
う

目
標
を
自
覚
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
現
代
の
人
間
学
そ
の
も
の
の
根
本
的
な
欠
陥
が
見
ら
れ
る
。
あ
た
か
も
そ

の
点
に
、
こ
れ
ら
の
人
間
学
が
そ
の
豊
富
さ
に
も
拘
わ
ら
ず
満
す
こ
と
の
で
き
ぬ
貧
困
を
感
ぜ
ら
れ
る
理
由
が
あ

る
。
我
々
の
時
代
に
お
い
て
、
人
間
学
は
新
し
い
人
間
タ
イ
プ
の
構
成
の
課
題
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
る
に
今
日
の
人
間
学
は
い
わ
ゆ
る
「
生
の
哲
学
」
や
「
実
存
の
哲
学
」
の
中
に
み
ず
か
ら
を
隠
し
て
こ
の
課
題

を
避
け
よ
う
と
努
め
て
い
る
よ
う
に
す
ら
見
え
る
。こ
の
課
題
を
捉
え
、そ
れ
を
解
き
得
る
た
め
に
は
、人
間
学
は
、

そ
れ
の
多
く
が
従
来
立
っ
て
い
る
よ
う
な
理
解
の
立
場
を
越
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
人
間
学
が
真
に
具
体
的
に

行
為
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
そ
れ
は
今
の
時
代
に
お
い
て
は
必
然
的
に
新
し
い
人
間
タ
イ
プ
を
要
求
す
る
に
至
る

で
あ
ろ
う
。
過
去
の
時
代
に
お
い
て
は
、
な
か
ん
づ
く
フ
ラ
ン
ス
の
「
人
間
の
哲
学
」
は
つ
ね
に
人
間
の
タ
イ
プ

を
形
成
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
的
意
識
は
人
間
の
抽
象
的
な
概
念
に
満
足
せ
ず
、
そ
の
生
き
た
像
を
創
造
し
よ
う
と
し
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た
。こ
の
生
き
た
像
は
つ
ね
に
現
実
的
な
諸
要
素
か
ら
、つ
ね
に
毎
日
の
生
活
に
、各
々
の
時
代
の
諸
要
求
に
、各
々

の
世
代
の
諸
可
能
性
に
相
応
し
て
形
作
ら
れ
た
。
ス
ト
ロ
ウ
ス
キ
ー
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
時
に

あ
っ
て
は	 gentilhom

m
e	

で
あ
り
、
パ
ス
カ
ル
及
び
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
ー
の
時
に
あ
っ
て
は	 honnête hom

m
e	

で
あ
り
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
及
び
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
時
に
あ
っ
て
は	 civilisé	

で
あ
り
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
及
び
ス
タ

ン
ダ
ー
ル
の
時
に
あ
っ
て
は	 hom

m
e social	

で
あ
る
。
今
日
そ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
と
し
て	 inquiétant	

が
現
れ
て

い
る
と
見
ら
れ
よ
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
か
く
の
如
き
不
安
の
人
間
は
い
わ
ば
タ
イ
プ
的
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、

人
間
が
タ
イ
プ
と
し
て
失
わ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
そ
の
こ
と
を
か
か
る
人
間
と
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
パ
ス
カ
ル
に
お
け
る
不
安
の
人
間
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
く

て
我
々
の
問
題
は
不
安
よ
り
再
建
へ
の
道
で
あ
る
。
タ
イ
プ
は
こ
こ
で
単
に
理
解
の
対
象
で
な
く
、
却
っ
て
創
造

の
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
尤
も
人
間
学
は
哲
学
に
属
し
、
そ
し
て
哲
学
は
そ
の
本
質
上
概
念
性
を
離
れ
得
る

も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
人
間
タ
イ
プ
を
真
に
具
体
的
に
描
き
出
す
と
い
う
こ
と
は
文
学
の
仕
事
に
委
ね
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
一
般
に
芸
術
的
創
作
と
人
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
簡
単
に
し
て
も
反
省
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
ぬ
。
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
文
学
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
社
会
派
に
対
す
る
人
生
派
の
文
学
と
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い
う
が
如
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
芸
術
の
た
め
の
芸
術
の
主
張
に
対
す
る
人
生
の
た
め
の
芸
術
の
主

張
で
あ
る
の
で
な
い
。
か
く
の
如
き
対
立
論
に
固
着
す
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
問
題
を
む
し

ろ
次
の
よ
う
に
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
、
真
の
芸
術
家
は
つ
ね
に
芸
術
家
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
単
に
道
徳
的
に
の
み
努
力
す
る
者
は
道
徳
的
に
も

最
高
の
域
に
達
し
得
な
い
が
如
く
、
単
に
芸
術
的
に
の
み
努
力
す
る
者
は
芸
術
上
或
る
高
さ
に
達
し
得
る
に
し
て

も
、
最
高
の
所
に
到
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
芸
術
は
人
間
の
う
ち
に
お
い
て
生
れ
、
そ
の
人
の
作
品
の
う
ち
に
は

そ
の
人
の
人
間
が
お
の
ず
か
ら
表
現
さ
れ
る
。
性
格
が
偉
大
で
な
い
場
合
、
偉
大
な
人
間
は
な
く
、
ま
た
偉
大
な

芸
術
家
も
な
い
。

二
、
し
か
し
次
に
、
芸
術
が
人
間
の
う
ち
に
生
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
が
芸
術
の
う
ち
に
生
れ
る
の
で
あ

る
。
人
間
に
お
け
る
芸
術
の
生
成
と
同
時
に
芸
術
に
お
け
る
人
間
の
生
成
が
問
題
で
あ
る
。
芸
術
も
人
間
も
共
に

こ
の
二
つ
の
側
面
か
ら
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
は
人
間
を
創
造
す
る
。
創
造
が
現
実
の
模
倣
で
な
い

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ま
た
非
現
実
的
で
観
念
的
な
も
の
は
創
造
物
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
芸
術
的

活
動
の
本
質
は
現
実
の
模
倣
で
も
な
く
、
現
実
の
観
念
化
で
も
な
く
、
却
っ
て
現
実
の
生
産
で
あ
る
。
も
し
も
芸

術
が
現
実
の
模
倣
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
芸
術
は
我
々
に
と
っ
て
何
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
か
。
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三
、そ
し
て
更
に
、芸
術
は
芸
術
的
に
人
間
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
の
人
間
を
変
化
す
る
。オ
ス
カ
ー
・

ワ
イ
ル
ド
の
言
葉
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。「
自
然
は
芸
術
作
品
が
そ
れ
に
供
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
模
倣
す
る
。」

人
間
と
い
う
自
然
は
芸
術
家
の
創
造
し
た
人
間
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
変
化
す
る
。
人
の
顔
つ

き
を
読
み
、
姿
や
身
振
を
判
ず
る
こ
と
に
お
い
て
、
画
家
が
我
々
の
教
師
で
あ
っ
た
。
詩
人
は
人
間
を
理
解
す
る

た
め
の
我
々
の
器
官
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
等
は
如
何
に
我
々
が
恋
愛
や
社
交
に
お
い
て
振
舞
う
か
と
い
う
仕
方
に

影
響
を
与
え
る
。
芸
術
家
の
創
造
し
た
人
間
タ
イ
プ
は
、
い
ま
し
が
た
道
で
会
っ
た
ば
か
り
の
人
間
よ
り
も
鮮
か

に
我
々
の
目
の
前
に
あ
っ
て
、我
々
は
我
々
の
生
活
の
細
部
に
至
る
ま
で
知
ら
ず
識
ら
ず
そ
れ
を
模
倣
し
て
い
る
。

芸
術
家
が
社
会
的
革
新
に
参
与
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
的
実
践
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
特
に
こ
の
よ

う
な
方
面
か
ら
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

三

現
代
文
学
に
深
い
関
係
を
有
す
る
時
代
批
評
家
ニ
ー
チ
ェ
は
『
善
悪
の
彼
岸
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。「
嘗
て
ひ
と
は
彼
の
神
の
た
め
に
人
間
を
犠
牲
に
し
た
。
…
…
次
に
人
類
の
道
徳
的
な
時
代
に
お
い
て
ひ
と

は
彼
の
神
の
た
め
に
彼
の
有
し
た
最
も
強
き
諸
本
能
を
、
彼
の
『
自
然
』
を
犠
牲
に
し
た
。
…
…
最
後
に
、
何
が
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な
お
犠
牲
に
す
べ
く
残
っ
た
か
。
…
…
ひ
と
は
神
そ
の
も
の
を
犠
牲
に
し
、
そ
し
て
自
己
自
身
に
対
す
る
冷
酷
さ

か
ら
…
…
重
力
を
、
運
命
を
、
無
を
崇
拝
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
な
い
か
。
無
の
た
め
に
神
を
犠
牲
に
す
る

―
―
終
局
の
冷
酷
さ
の
こ
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
秘
密
が
、
今
ま
さ
に
現
れ
て
来
る
種
族
に
貯
え
て
お
か
れ
た
、

我
々
す
べ
て
の
者
は
そ
れ
に
つ
い
て
す
で
に
少
し
は
知
っ
て
い
る
。」
生
の
、
実
存
の
哲
学
者
、
こ
の
詩
人
的
哲

学
者
が
自
己
の
生
と
実
存
と
を
追
求
し
て
「
終
局
の
冷
酷
さ
」、
徹
底
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
果
て
に
到
達
し
た
も

の
は
「
無
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
こ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
「
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
秘
密
」
が
あ
る
。
し
か
る

に
か
か
る
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
い
わ
ば
無
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
単
な
る
リ
ア
リ
ズ
ム
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
底
に

或
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
こ
の
無
は
そ
こ
か
ら
絶
え
ず
ミ
ュ
ト
ス
が
生
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
予
言
し
た
如
く
、
今
日
無
数
に
現
れ
て
い
る
不
安
の
人
間
は
、「
無
」
を
喰
っ
て

生
き
て
い
る
種
族
に
属
す
る
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
西
欧
的
な
、
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
「
有
」
の
哲
学
は
破
滅
し
た
よ
う
に
見
え
た
。
そ
し
て
あ
の
さ
ま
ざ
ま

な
現
象
が
現
れ
た
。
例
え
ば
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
「
西
洋
の
没
落
」、
東
欧
的
・
ロ
シ
ヤ
的
な
も
の
の
感
化
、
特

に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
西
欧
へ
の
侵
入
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
「
精
神
の
危
機
」、
或
い
は
ま
た
ロ
マ
ン
・

ロ
ー
ラ
ン
の
ガ
ン
ヂ
崇
拝
、
そ
の
他
、
等
々
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
も
う
一
度
想
い
起
し
て
み
て
も
よ
い
。
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お
お
ま
か
に
い
う
と
、
伝
統
的
な
東
洋
の
思
想
は
、
西
洋
の
思
想
が
イ
デ
ア
の
哲
学
で
あ
る
に
対
し
て
、
バ
ト
ロ

ギ
ー
的
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
し
、
そ
の
根
柢
に
は
無
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
無
と
、
か
の
、
ニ
ー
チ
ェ
の

い
う
よ
う
な
無
と
は
、
も
と
よ
り
直
接
に
同
一
で
な
い
け
れ
ど
も
、
―
―
無
は
一
般
的
な
も
の
で
な
く
、
つ
ね
に

性
格
的
な
も
の
で
あ
る
―
―
か
の
無
が
我
々
の
場
合
に
お
い
て
こ
の
無
に
つ
ら
な
る
こ
と
は
心
理
的
に
不
可
能
で

は
な
か
ろ
う
。
そ
こ
で
か
の
い
わ
ゆ
る
心
理
文
学
の
影
響
を
受
け
た
こ
の
国
の
作
家
た
ち
が
我
々
の
間
に
伝
統
的

な
心
境
文
学
の
傾
向
を
容
易
に
と
り
得
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
理
由
も
理
解
さ
れ
る
。
不
安
の
文
学
が
我
々
の
間
に

お
い
て
、
す
で
に
一
部
に
見
ら
れ
な
く
も
な
い
、
東
洋
的
な
自
然
主
義
乃
至
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
心
易
く
落
付
き
、

或
い
は
ま
た
私
小
説
に
還
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
な
っ
て
、
文
学
の
前
進
が
阻
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
た
め
に
も
、
ネ

オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
必
要
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
右
の
如
き
精
神
情
況
か
ら
出
発
し
て
我
々
は
如
何
に
再
建
の
原
則
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
新

し
い
人
間
は
新
た
に
創
造
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
の
た
め
に
神
を
犠
牲
に
し
た
人
間
は
同
時
に
自
己
の
タ
イ

プ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
ひ
と
は
無
に
突
き
当
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
造
を
必
然
的
に
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
ま
た
ひ

と
は
創
造
を
可
能
に
さ
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
自
己
自
身
に
対
す
る
終
局
の
冷
酷
さ
に
よ
っ
て
達
し
た
よ
う
な
、
あ

の
無
は
、
そ
れ
が
芸
術
に
お
け
る
創
造
の
原
理
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
創
造
と
い
う
か
ら
に
は
、
有
か
ら
有
が
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出
て
来
る
の
で
な
く
、
無
か
ら
有
が
出
て
来
る
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ー
ド
が
ブ
レ
ー
ク
に

和
し
て
掲
げ
た
箴
言
、「
デ
モ
ン
の
協
力
な
く
し
て
芸
術
作
品
は
な
い
」
に
い
う
デ
モ
ン
は
こ
の
無
で
は
な
い
か
。

横
光
利
一
氏
は
書
い
て
い
る
。「
一
切
の
文
学
運
動
は
た
だ
一
条
の
虚
無
へ
達
し
、
そ
こ
か
ら
脱
出
せ
ん
が
た
め

の
手
段
で
あ
る
。」「
文
学
者
の
仕
事
と
い
う
も
の
は
、
優
秀
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
体
系
か
ら
の
創
造
で
は
な
く
、

虚
無
か
ら
の
創
造
で
あ
っ
た
。」
体
系
か
ら
の
創
造
と
い
う
こ
と
は
本
来
の
意
味
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ

て
、
創
造
は
す
べ
て
無
か
ら
の
創
造
の
意
味
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
は
心
理
で
は
な
い
、
む
し
ろ
心
理
を

生
む
と
こ
ろ
の
行
為
で
あ
る
。
無
は
人
間
で
は
な
い
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
芸
術
に
お
け
る
人
間
の
生
成
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
根
源
で
あ
る
。
彼
の
制
作
が
こ
の
よ
う
な
無
に
根
差
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
芸
術
家
の
芸
術

家
と
し
て
の
生
存
理
由
が
あ
る
。
ま
た
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
制
作
が
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
理
由
が
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
そ
れ
に
し
て
も
、
我
々
人
間
に
と
っ
て
無
か
ら
の
み
人
間
を
具
体
的
な
タ
イ
プ
と
し
て
創
造
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
無
か
ら
生
れ
、
ま
た
無
を
顕
に
す
る
心
理
を
描
く
文
学
は
、
人
間
の
タ
イ
プ
の
完
全
な
創

造
に
ま
で
は
到
り
得
な
い
。
心
理
は
絶
え
ず
特
殊
な
も
の
、
し
か
し
タ
イ
プ
は
或
る
一
般
的
な
、
或
る
客
観
的
な

も
の
、
心
理
は
絶
え
ず
流
れ
る
も
の
、
し
か
し
タ
イ
プ
は
凝
聚
し
た
、
結
晶
し
た
も
の
で
あ
る
。
無
か
ら
人
間
が

創
造
さ
れ
る
と
見
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
タ
イ
プ
で
な
く
却
っ
て
ひ
と
つ
の
ミ
ュ
ト
ス
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
無
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の
パ
ト
ス
か
ら
生
れ
て
来
る
の
は
ミ
ュ
ト
ス
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
超
人
の
如
き
、
タ
イ
プ
と
い
う
よ
り
も
か
よ

う
な
ミ
ュ
ト
ス
で
あ
り
、
こ
の
超
人
を
ソ
レ
ル
に
お
い
て
の
如
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
意
味
に
解
釈
す
る
に
し

て
も
、
か
か
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
そ
の
も
の
が
ひ
と
つ
の
ミ
ュ
ト
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現
代
は
ま
こ
と
に

多
く
の
ミ
ュ
ト
ス
を
包
蔵
し
て
い
る
時
代
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
提
唱
に
も
拘
わ
ら
ず
、
現

代
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
的
性
格
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
如
何
な
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
唱
導
者
も
見
逃
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
で
あ
る
。
時
代
に
と
っ
て
根
源
的
な
か
よ
う
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
終
局
は
単
な
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に

納
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
に
ま
で
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ま
た
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
道
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
得
る
。
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
の
底
に
は
ミ
ュ
ト
ス
が
あ
る
。
プ
ラ

ト
ン
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
中
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
あ
り
、
シ
ラ
ー
よ
り
も
ゲ
ー
テ
が
遥
か
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
あ
る
所
以
で

あ
る
。
人
間
の
創
造
は
無
限
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
的
創
造
に
は
限
界
が
あ
り
、「
創
造
」
は
「
発
見
」

と
い
う
方
面
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
発
見
さ
れ
る
も
の
は
有
る
も
の
、
既
に
在
る
も
の
、
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
人
間
の
タ
イ
プ
は
か
く
の
如
く
社
会
の
う
ち
に
客
観
的
に
発
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
の
変
化
す
る
に

従
っ
て
、
種
々
の
新
し
い
タ
イ
プ
の
人
間
が
現
れ
る
。
こ
れ
の
精
密
な
観
察
は
芸
術
家
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な

こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
方
芸
術
家
は
単
に
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
を
描
く
の
で
な
く
、
却
っ
て
可
能
な
こ
と
を
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描
く
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
等
が
自
己
の
情
熱
か
ら
割
り
出
す
人
間
存
在
の
こ
の
よ
う
な
可
能
性
は
、
決
し

て
非
現
実
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
現
実
の
根
拠
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
現
実
的
と
い
わ
れ
る
も
の

が
却
っ
て
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
単
に
可
能
的
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
要
す
る

に
、
人
間
の
真
の
意
味
に
お
け
る
タ
イ
プ
は
発
見
と
創
造
と
の
結
合
、
そ
の
弁
証
法
的
統
一
に
お
い
て
初
め
て
構

成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
そ
の
も
の
が
実
に
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
客
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
か
の
不
安
の
文
学
も
多
く
の
も
の
を
発
見
し
た
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
お
い
て
発
見
さ

れ
た
の
は
人
間
心
理
、
さ
ま
ざ
ま
の
パ
ト
ス
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
人
間
は
タ
イ
プ
と
し
て
は
構
成
さ
れ
ず
、

却
っ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
人
格
は
分
解
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
分
解
さ
れ
た
人
格
は
意
識

の
流
で
あ
っ
て
も
、
具
体
的
な
人
間
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
文
学
に
お
け
る
大
き
な
不
十
分
さ
は
、
あ
ら
ゆ
る

生
け
る
存
在
は
、
そ
れ
が
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
自
己
を
構
成
す
る
た
め
に
、
或
い
は
自

己
を
結
合
す
る
た
め
に
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
た
、
も
し
く
は
認
め
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。

人
間
は
自
己
を
タ
イ
プ
に
形
成
し
よ
う
と
す
る
要
求
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
具
え
て
い
る
。
か
か
る
形
成
は
社
会

的
環
境
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
人
間
タ
イ
プ
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
文
学
は
客
観
的
な
も
の
、
一
般
的
な
も
の
を

思
考
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
ぐ
れ
た
モ
ラ
リ
ス
ト
、
パ
ス
カ
ル
が
す
で
に
い
っ
て
い
る
、「
一
般
的
な
も
の
に
向
わ
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ね
ば
な
ら
ぬ
、
自
己
に
向
う
傾
向
は
あ
ら
ゆ
る
無
秩
序
の
初
め
で
あ
る
。」
一
般
的
な
も
の
は
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て

発
見
さ
れ
、
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
は
、
そ
の
語
源
の
示
す
如
く
、
結
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
一
般
的
な
も
の
、
客
観
的
な
も
の
、
外
に
見
ら
れ
る
も
の
に
向
う
心
を
除
い
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
精
神
は
な
い
。

新
し
い
人
間
タ
イ
プ
を
構
成
す
べ
き
ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
文
学
が
単
な
る
心
理
学
で
あ
り
得
な
い
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。
タ
イ
プ
は
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
と
の
統
一
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
有
力
な
文
芸
批
評
家
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
ラ
モ
ン
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
が
、
現
代
哲
学

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
が
ら
は
、
現
代
文
学
に
と
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
を

含
ん
で
い
る
。
従
来
の
哲
学
の
存
在
理
由
は
認
識
の
要
求
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
の
批
評
に
よ

る
と
、
現
代
哲
学
は
多
少
と
も
意
識
的
に
、
こ
れ
ま
で
そ
の
存
在
理
由
で
あ
っ
た
認
識
の
要
求
に
代
え
る
に
、
創

造
の
要
求
を
も
っ
て
し
よ
う
と
す
る
。
即
ち
、
現
代
哲
学
の
大
部
分
は
―
―
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲

学
と
そ
の
系
統
を
引
い
た
諸
多
の
哲
学
、
並
び
に
不
思
議
に
も
マ
ル
ク
ス
主
義
、
フ
ッ
サ
ー
ル
流
の
厳
密
な
現
象

学
を
除
く
ド
イ
ツ
哲
学
は
、
認
識
の
哲
学
を
装
う
創
造
の
哲
学
で
あ
る
、
と
彼
は
い
っ
て
い
る
。
認
識
の
要
求
に

も
と
づ
く
哲
学
が
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
り
、
有
の
哲
学
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
創
造
の
要
求
に
も
と
づ
く
哲
学
は
、
そ
れ

に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
、
何
等
か
パ
ト
ス
的
で
あ
り
、
無
の
哲
学
の
意
味
を
有
す
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
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き
よ
う
。
飽
く
ま
で
客
観
的
認
識
の
上
に
立
つ
こ
と
を
標
榜
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
が
不
思
議
に
も
創
造
の
哲
学
に

属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
弁
証
法
の
革
命
的
性
質
か
ら
も
知
ら
れ
、
そ
の
根
柢
に
は
激
し
い
情
熱
が
動
き
、

ミ
ュ
ト
ス
が
含
ま
れ
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
あ
る
。
ま
た
パ
ト
ス
に
お
い
て
顕
に
な
る
無
、
運
命
、
死
等
の
意

味
を
突
き
詰
め
よ
う
と
す
る
、
即
ち
固
有
な
意
味
で
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
な
哲
学
に
お
い
て
も
、
問
題
に
さ
れ
る
の
は

行
為
で
あ
り
、
或
い
は
自
由
で
あ
り
、
そ
し
て
倫
理
で
あ
る
。
ジ
ー
ド
は
芸
術
の
無
動
機
性
に
つ
い
て
述
べ
、
無

動
機
の
行
為
と
い
う
も
の
が
彼
の
作
品
の
ひ
と
つ
の
主
な
る
テ
マ
と
な
っ
て
い
る
。
新
し
い
心
理
文
学
で
は
、
心

理
を
通
俗
の
考
え
方
の
よ
う
に
行
為
の
原
因
と
見
る
の
で
な
い
。
認
識
の
哲
学
が
客
体
的
な
も
の
に
向
う
と
き
、

創
造
の
哲
学
は
主
体
的
な
も
の
に
向
う
。
と
こ
ろ
で
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
は
い
う
、「
私
に
は
認
識
の
哲
学
と
創
造

の
哲
学
と
の
間
に
何
等
か
の
関
係
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
分
ら
な
い
。
が
、
こ
う
い
う
こ
と
は
よ
く
分
っ
て
い

る
。
即
ち
、
価
値
の
創
造
者
と
し
て
の
情
熱
の
機
能
、
絶
え
ず
そ
の
定
義
か
ら
逃
れ
る
一
の
世
界
に
お
け
る
理
性

の
機
能
、
こ
の
二
つ
の
機
能
を
解
剖
し
、
測
定
し
て
し
ま
わ
な
い
限
り
、
如
何
な
る
秩
序
も
哲
学
的
宇
宙
を
支
配

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。」
こ
れ
を
我
々
の
言
葉
を
も
っ
て
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
今
日
の
世
界
観
に

と
っ
て
は
、
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
解
剖
と
測
定
と
の
上
に
立
っ
た
両
者
の
統
一
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
認
識
と
創
造
、
有
と
無
、
客
体
と
主
体
と
の
弁
証
法
的
統
一
が
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
基
礎
で
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あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

か
く
の
如
き
結
論
は
創
作
方
法
の
問
題
に
関
し
て
も
、
或
る
反
省
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
創
作
方
法

と
し
て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
何
か
と
い
え

ば
、
意
見
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
て
、
一
般
的
な
方
向
に
関
し
て
す
ら
一
致
が
存
し
な
い
。
現
実
を
そ
の
ま
ま
写
す

こ
と
が
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
定
義
し
て
も
、
こ
れ
が
な
か
な
か
複
雑
な
こ
と
だ
。
現
実
と
は
何
か
、
そ
の
ま
ま

写
す
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
、
と
問
え
ば
、
た
ち
ま
ち
意
見
が
分
れ
て
し
ま
う
。
最
近
流
行
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
と
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
は
、
い
ず
れ
も
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
家
と
見
ら
れ
得
る
に
し
て
も
、
そ
の
意
味
は
二
人
に
お
い

て
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
西
鶴
は
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
写
生
説
乃
至

実
相
観
入
説
も
見
方
に
よ
っ
て
は
リ
ア
リ
ズ
ム
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
か
ろ
う
。「
存
在
は
い
ろ
い
ろ
に
語
ら
れ

る
」
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
有
名
な
命
題
で
あ
る
。
我
々
は
哲
学
の
歴
史
を
顧
み
る
と
き
、
存
在
と
い
う
語
が

ま
こ
と
に
い
ろ
い
ろ
に
語
ら
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
。
そ
し
て
或
る
哲
学
者
が
如
何
な
る
存
在
概
念
を
特
に
優
越

な
意
味
に
お
け
る
も
の
と
し
て
選
び
取
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
哲
学
者
の
世
界
観
が
現
れ
る
。
現
実
と
い
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う
概
念
に
関
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
と
は
、
等
し
く
果
実
に
例
を
と
り
な
が
ら
、
現
実
と

い
う
概
念
に
つ
い
て
全
く
違
っ
た
説
明
を
与
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
二
人
の
世
界
観
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
文

学
の
場
合
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
何
が
リ
ア
リ
テ
ィ
と
見
ら
れ
る
か
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
何
を
リ
ア
リ
テ
ィ
と
見
る
か

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
作
家
の
世
界
観
が
現
れ
る
。
世
界
観
的
な
も
の
は
、
根
源
的
に
は
概
念
的
、
認
識
的
な
も
の

で
な
く
、
或
る
意
欲
的
な
も
の
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
家
の
パ
ト
ス
か
ら
生
れ
る
根
源
的
な
イ

デ
ー
で
あ
る
。
作
家
に
と
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
単
に
与
え
ら
れ
た
も
の
の
こ
と
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
世
界
観

に
も
と
づ
き
、
創
作
活
動
を
通
じ
て
生
産
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
は
新
し
い

世
界
観
を
基
礎
と
し
て
で
な
け
れ
ば
確
立
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
創
作
方
法
の
問
題
か
ら
世
界
観
の
問
題
を
分

離
し
、
抽
象
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
ぬ
。
創
作
方
法
は
世
界
観
と
結
び
附
い
て
初
め
て
具
体
的
に
創
作
方
法
で

あ
る
。

フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
方
法
に
関
す
る
論
文
の
中
で
、
物
語
と
小
説
と
の
区
別
に
つ
い
て
次
の
如

く
い
っ
て
い
る
。「
物
語
は
過
去
と
な
っ
た
も
の
、
体
験
さ
れ
た
も
の
、
終
了
し
た
も
の
を
取
扱
う
の
で
あ
る
か

ら
、
ひ
と
つ
の
場
面
乃
至
は
ひ
と
つ
の
心
理
的
錯
綜
の
生
き
生
き
と
し
た
現
実
的
発
展
の
性
格
的
な
表
現
を
尊
重
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す
べ
き
義
務
を
も
た
な
い
。
物
語
は
こ
う
し
た
性
格
的
表
現
の
か
わ
り
に
ひ
と
つ
の
表
示
法
を
、
即
ち
一
方
に
お

い
て
は
推
理
並
び
に
知
的
な
結
合
法
に
近
似
し
、
他
方
に
お
い
て
は
絵
画
的
描
写
並
び
に
一
般
的
な
記
述
法
に
近

似
し
て
い
る
表
示
法
を
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
こ
ろ
が
小
説
に
お
い
て
は
、「
小
説
家
の
描
き
出
す
生

活
は
、生
活
さ
れ
つ
つ
あ
る
瞬
間
に
お
け
る
生
活
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
紆
余
曲
折
と
律
動
と
を
忠
実
に
表
現
す
る
。

彼
の
理
知
は
指
導
的
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
被
指
導
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
純
粋
小
説
は
、
作
者
が

想
像
の
場
面
の
雰
囲
気
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
を
あ
た
か
も
彼
が
実
際
の
場
面
の
目
撃
者
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
描
き

出
す
そ
の
才
能
や
、
或
い
は
ま
た
作
者
が
彼
と
は
異
な
る
一
人
物
の
内
部
生
活
を
生
活
す
る
そ
の
才
能
を
表
明
し

て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
小
説
に
お
け
る
も
ろ
も
ろ
の
場
面
は
、
物
語
の
場
面
に
お
け
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
場

面
を
準
備
し
構
成
す
る
ひ
と
つ
の
意
識
の
解
説
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
小
説
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
証
拠
だ

て
る
ユ
ニ
イ
ク
な
証
し
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
様
に
小
説
の
人
物
の
も
ろ
も
ろ
の
動
機
は
、
因
果
的
推
理
の

最
終
項
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
い
な
却
っ
て
あ
ら
ゆ
る
推
理
、
後
に
来
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
思
惟
の
原
初
的
与
件

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」「
そ
れ
故
に
真
の
小
説
を
そ
れ
と
認
定
す
べ
き
誤
の
な
い
方
法
が
存
在
す
る
。
即
ち

感
覚
的
心
理
的
表
現
の
連
鎖
関
係
が
推
理
に
依
存
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
は
生
の
発
現
秩
序
と
は
異
な
る
他
の

発
現
秩
序
に
依
存
し
て
い
な
い
こ
と
、
且
つ
ま
た
も
ろ
も
ろ
の
人
物
が
外
部
か
ら
観
察
さ
れ
、
描
か
れ
て
い
る
の
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で
は
な
く
、
我
々
と
生
き
た
個
人
と
を
関
係
づ
け
る
と
こ
ろ
の
直
観
に
類
似
し
た
一
種
の
直
観
に
よ
っ
て
把
握
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。」
し
か
る
に
物
語
と
小
説
と
の
こ
の
よ
う
な
相
違
は
、
本
質
的
に

見
る
と
客
体
的
な
時
間
に
お
け
る
過
去
と
現
在
、
即
ち
例
え
ば
一
世
紀
前
の
人
物
を
描
く
か
、
そ
れ
と
も
今
日
の

人
物
を
描
く
か
と
い
う
点
に
存
す
る
の
で
な
か
ろ
う
。
昔
の
人
物
を
描
く
に
し
て
も
純
粋
な
小
説
で
あ
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
問
題
は
む
し
ろ
そ
の
人
物
を
主
体
的
に
理
解
す
る
か
、
そ
れ
と
も
客
観
的
に
把
握
す
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
論
じ
た
如
く
、
す
べ
て
の
も
の
は
客
体
も
し
く
は
対
象
と
し
て
は
「
既
に
」
と
い
う
性

格
を
、
或
る
根
源
的
な
過
去
性
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
現
代
の
人
物
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
単
に
客
体
的
に

捉
え
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
記
述
は
物
語
に
属
す
る
。
問
題
は
ま
た
パ
ト
ス
的
に
捉
え
る
か
、
ロ
ゴ
ス
的
に
捉
え
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物
語
に
お
い
て
は
事
件
や
人
物
は
対
象
的
に
、
ロ
ゴ
ス
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
表
示
法
が
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
の
い
っ
た
如
く
、
性
格
的
表
現
法
で
な
く
却
っ
て
推
理
並
び
に
知
的
な

結
合
法
に
、
或
い
は
絵
画
的
描
写
並
び
に
一
般
的
な
記
述
法
に
近
似
し
、
か
く
て
美
学
的
証
明
に
理
論
的
論
証
を

置
き
換
え
る
傾
向
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
小
説
も
そ
れ
自
身
の
意
味
、
そ
れ
自
身
の
仕
方
に
お

い
て
証
明
を
も
っ
て
い
る
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
な
く
、
迫
真
力
を
有
し
得
な
い
。

け
れ
ど
も
小
説
の
含
む
論
理
は
知
的
論
理
で
は
な
く
て
む
し
ろ
パ
ト
ス
的
論
理
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。「
心
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臓
は
理
性
の
知
ら
ぬ
彼
の
論
理
を
も
っ
て
い
る
」（
パ
ス
カ
ル
）。
美
学
的
証
明
は
パ
ト
ス
的
論
理
に
よ
る
証
明
を

含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、そ
れ
は
理
論
的
論
証
で
あ
る
よ
り
も
倫
理
的
証
明
で
あ
ろ
う
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
は
、

小
説
の
人
物
の
も
ろ
も
ろ
の
動
機
は
因
果
的
推
理
の
最
終
項
を
表
す
の
で
な
く
、
却
っ
て
あ
ら
ゆ
る
推
理
、
後
に

来
た
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
思
惟
の
原
初
的
与
件
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
如
何
な
る
意
味
を

有
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
主
体
的
事
実
は
客
体
的
存
在
に
対
し
て
そ
の
存
在
の
根
拠
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
で
ま
た
ロ
ゴ
ス
的
意
識
に
対
し
パ
ト
ス
的
意
識
に
は
同
様
の
意
味
に
お
け
る
優
位
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
ロ
ゴ
ス
的
確
実
性
に
対
す
る
要
求
で
す
ら
も
人
間
の
パ
ト
ス
的
な
不
安
に
そ
の
根
源
を
有
す
る
と
い
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
人
間
を
主
体
的
に
捉
え
て
描
こ
う
と
す
る
小
説
は
、
人
間
を
彼
の
存
在
の
根
拠
か
ら
捉
え
て
描
こ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
意
味
で
発
生
的
で
あ
る
こ
と
が
小
説
の
本
質
と
見
ら
れ
得
る
。
こ
こ
に
い
う
発

生
的
は
因
果
的
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
は
な
く
、
原
因
結
果
の
連
鎖
を
辿
っ
て
描
く
と
い
う
こ
と
は
却
っ
て
物
語

的
な
記
述
法
で
あ
る
。
原
因
で
あ
り
結
果
で
あ
る
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
同
一
秩
序
（
客
体
の
秩
序
）
に
属
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
一
の
心
理
が
他
の
心
理
の
結
果
と
見
ら
れ
る
場
合
に
も
、
或
る
心
理
が
或
る
行
為
の

原
因
と
見
ら
れ
る
場
合
に
も
、
し
か
く
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
普
通
に
心
理
と
か
、
意
識
と
か
、
乃
至
は
主

観
と
か
い
わ
れ
る
も
の
も
な
お
存
在
に
属
す
る
。
我
々
が
主
体
と
い
う
の
は
単
な
る
主
観
の
こ
と
で
な
く
、
却
っ
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て
普
通
に
い
う
主
観
と
客
観
と
を
包
む
も
の
で
あ
る
。
主
体
的
・
客
体
的
と
し
て
定
義
さ
れ
る
人
間
が
、
そ
れ
に

お
い
て
あ
る
も
の
は
、
如
何
な
る
意
味
で
も
客
体
的
な
存
在
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
却
っ
て
主
体
と

考
え
ら
れ
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
主
体
は
客
体
と
は
秩
序
を
異
に
し
て
い
る
。
も
し
も
客
体
的
な

も
の
（
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
）
を
現
実
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
主
体
的
な
も
の
（
パ
ト
ス
的
な
も
の
）
は
同
じ
意
味
で
は

現
実
的
で
な
く
、
む
し
ろ
可
能
的
な
も
の
で
あ
る
。
小
説
の
世
界
は
か
く
の
如
き
意
味
に
お
け
る
可
能
的
な
も
の

の
世
界
に
根
差
し
て
い
る
。
可
能
的
と
い
っ
て
も
単
に
空
想
的
な
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
客
体
的
な
リ
ア
リ

テ
ィ
と
は
異
な
る
他
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
二
つ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
区
別
し
て
、
一
方

を
客
体
的
現
実
性
と
し
て
、
他
方
を
主
体
的
真
実
性
と
し
て
規
定
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
フ
ェ
ル
ナ

ン
デ
ス
の
い
う
物
語
と
小
説
と
の
区
別
は
、
客
体
的
現
実
性
の
文
学
と
主
体
的
真
実
性
の
文
学
と
い
う
風
に
も
な

ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
物
語
と
小
説
と
は
、
厳
密
に
い
う
と
、
た
だ
理
想
型
的
に
の
み
右
の
如
く
区
別
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。
実
際
に
は
、
如
何
な
る
小
説
も
物
語
的
要
素
を
含
み
、
ま
た
如
何
な
る
物
語
も
、
そ
れ
が
歴
史
で
な
く

文
学
で
あ
る
限
り
、
小
説
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
い
ず
れ
が
主
と
な
っ
て
い
る
か
に
従

っ
て
二
つ
の
範
疇
が
区
別
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
文
学
の
取
扱
う
の
は
生
き
た
具
体
的
な
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
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ぬ
以
上
、
そ
の
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
こ
そ
真
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
問
題
は
主
体
と
客
体
と
の
関
係
を
、
弁
証
法
的
な
対
立
の
深
さ
に
お
い
て
理
解
し
、
弁
証
法
的
な
高
さ

に
お
い
て
統
一
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
か
く
の
如
き
弁
証
法
は
ま
た
真
の
意
味
に
お
け
る
人
間

タ
イ
プ
の
構
成
の
基
礎
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
を
主
体
的
に
の
み
追
究
す
る
文
学
に
お
い
て
は
「
性
格
」
は

描
か
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
タ
イ
プ
は
描
か
れ
な
い
。
性
格
は
内
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
タ
イ
プ
は
単
に
内
的
な
も

の
で
な
い
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
性
格
は
描
い
た
が
、
タ
イ
プ
を
描
い
て
い
な
い
と
も
い
わ
れ
よ
う
。
し
か
し

ま
た
人
間
を
客
観
的
に
の
み
捉
え
よ
う
と
す
る
文
学
に
お
い
て
は
人
間
の
類
型
乃
至
種
類
は
描
か
れ
る
で
あ
ろ
う

が
、
個
性
は
描
か
れ
な
い
。
タ
イ
プ
は
一
般
的
な
類
型
の
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
個
々
の
人
間
よ
り
も
よ
り
個
性

的
な
も
の
で
あ
る
。
芸
術
家
の
創
造
し
た
タ
イ
プ
は
個
々
の
人
間
よ
り
も
よ
り
真
実
な
も
の
で
あ
る
。

人
間
を
主
体
的
に
の
み
追
求
し
た
文
学
は
人
格
と
い
う
も
の
を
分
解
し
て
し
ま
っ
た
。
不
安
の
文
学
の
時
期
は

ク
レ
ミ
ュ
ー
に
よ
る
と
「
人
格
の
分
解
」
の
時
期
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
人
間
を
た
だ
客
体
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た

文
学
―
―
従
来
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
―
―
は
人
間
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
。
客
体
的

な
把
握
と
主
体
的
な
把
握
と
の
相
触
れ
、
結
合
す
る
と
こ
ろ
に
人
間
は
「
人
間
」
と
し
て
創
造
さ
れ
る
。
両
者
の

統
一
が
真
に
歴
史
的
な
見
方
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
人
間
は
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
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と
が
で
き
る
。
歴
史
的
な
見
方
は
単
な
る
客
観
主
義
で
あ
り
得
な
い
。
ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
原
理
は
人
間
の

歴
史
性
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
点
で
そ
れ
は
従
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
従
来
歴
史
的
な
見
方
を
し
た
の
は
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
あ

っ
た
。
し
か
る
に
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
ク
ラ
シ
カ
ル
な
人
間
の
タ
イ
プ
と
は
歴
史
的
人
間
の
こ
と

で
あ
る
。
現
代
文
学
は
、
そ
の
主
観
主
義
的
方
向
も
、
そ
の
客
観
主
義
的
傾
向
も
、
物
を
、
心
理
を
、
社
会
を
、

流
動
的
、
運
動
的
に
見
る
こ
と
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
今
は
そ
の
よ
う
な
見
方
に
、
単
に
運
動

的
に
見
る
こ
と
は
な
お
歴
史
的
に
見
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
附
け
加
え
て
考
え
る
べ
き
場
合
で
あ
る
。

人
間
の
行
為
に
は
客
観
的
な
物
の
運
動
と
は
違
っ
た
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
の
歴
史
性
は
主
体
客
体
の

弁
証
法
に
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
我
々
は
か
つ
て
エ
ル
・
ト
オ
ム
が
創
作
方
法
に
お
け
る
唯
物
弁

証
法
の
問
題
を
論
じ
て
い
っ
た
次
の
言
葉
を
認
め
て
も
よ
い
、「
主
観
及
び
客
観
の
問
題
の
（
あ
ら
ゆ
る
哲
学
の

こ
の
中
心
的
問
題
の
）
芸
術
形
象
に
お
け
る
正
し
き
解
決
―
―
こ
の
点
に
い
ま
や
弁
証
法
的
唯
物
論
の
芸
術
的
方

法
の
発
展
に
お
け
る
基
本
的
課
題
が
あ
る
。」
た
だ
我
々
は
こ
の
主
観
と
い
う
も
の
を
よ
り
深
く
考
え
た
い
の
で

あ
る
。
歴
史
的
人
間
は
社
会
に
お
け
る
人
間
で
あ
る
。
社
会
と
い
う
の
は
主
観
・
客
観
的
と
考
え
ら
れ
る
人
間
が

そ
の
う
ち
に
生
れ
、
そ
の
う
ち
に
在
り
、
そ
の
う
ち
に
死
ぬ
る
場
所
で
あ
る
。
こ
の
と
き
社
会
は
も
ち
ろ
ん
我
々
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の
外
部
に
あ
り
、我
々
に
対
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
社
会
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
主
体
と
客
体
と
の
統
一
は
、

た
だ
主
体
の
側
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
主
体
・
客
体
的
な
人
間
を
つ
つ
む
社
会
は
客
体
的
な
も

の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
真
に
歴
史
の
主
体
で
あ
る
。
人
間
は
社
会
の
う
ち
に
生
れ
、
社
会
の
う
ち
に
死
ぬ
る
。

「
人
間
喜
劇
」
の
成
り
立
つ
場
所
は
こ
の
よ
う
な
社
会
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
豊
島
与
志
雄
氏
は
書
い
て
い
る
、「
文
学
が
何
等
か
の
進
展
を
な
さ
ん
と
す
る
場
合
に
は
、
殊
に
、
新
た

な
性
格
が
作
品
の
な
か
に
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
要
求
が
満
さ
れ
た
時
に
初
め
て
、
文
学
は
進
展
の
一
段
階

を
上
る
。
文
学
の
進
展
へ
の
動
力
と
な
る
よ
う
な
作
家
は
、
何
等
か
の
意
味
で
、
新
し
い
性
格
を
探
求
し
描
出
す

る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
豪
さ
は
、
恋
の
囁
き
以
外
に
金
銭
の
響
き
を
聞
か
せ
た
こ
と
よ
り
も
、
よ
り
多
く
、
ユ
ー
ロ

ー
男
爵
や
ゴ
リ
オ
老
人
の
如
き
人
物
を
描
出
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
豪
さ
は
、
そ
の
厳
正
冷
徹
な

創
作
態
度
よ
り
も
、
よ
り
多
く
、
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
の
如
き
人
物
を
描
出
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
イ
プ
セ
ン
に
お

け
る
ノ
ラ
然
り
。
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
に
お
け
る
バ
ザ
ロ
フ
然
り
。」
ま
た
曰
う
、「
或
る
作
品
を
読
ん
で
、
そ
こ
に
一

人
の
人
間
を
発
見
す
る
時
、
ま
た
、
一
人
の
人
間
に
出
逢
っ
て
、
そ
こ
に
或
る
作
中
の
人
物
を
見
出
す
時
、
吾
々

は
深
い
喜
び
を
感
ず
る
。
そ
の
タ
イ
プ
が
新
し
い
も
の
で
あ
る
時
に
、
吾
々
は
生
き
甲
斐
を
感
ず
る
。
そ
の
タ
イ

プ
か
ら
出
発
し
て
、
文
化
を
論
じ
、
現
代
の
社
会
と
未
来
の
社
会
と
を
論
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
い
う
タ
イ
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プ
の
一
つ
の
出
現
は
、
千
百
の
宣
伝
よ
り
も
、
よ
り
多
く
社
会
の
進
化
を
促
進
さ
せ
る
。」
ま
こ
と
に
味
わ
う
べ

き
言
葉
で
あ
る
。
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文
学
に
於
け
る
世
代
の
問
題

文
学
に
お
け
る
世
代
の
問
題	

【1933.12

】

一

世
代
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
歴
史
の
問
題
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
概
念
は
特
に
現
代

に
至
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
問
題
も
そ
の
理
論
も
素
描
の
形
で
は
す
で
に
古
く
か
ら
現
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。＊

人
間
及
び
人
間
の
生
産
物
に
つ
い
て
の
科
学
は
一
般
に
何
等
か
の
仕
方
で
世
代
の
問
題
に
関
係
を
有
す

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
特
殊
的
に
は
文
学
並
び
に
文
学
史
の
問
題
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
有
し
、
そ
し
て
我
々

は
こ
こ
で
か
よ
う
な
問
題
、
即
ち
い
わ
ゆ
る
文
学
的
世
代
の
問
題
に
関
聯
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
と
思

う＊
＊。＊　

François M
entré, Les générations sociales,	1920.	

は
世
代
理
論
の
歴
史
に
詳
し
い
。

＊
＊　

V
gl. Julius Petersen, D

ie literarischen G
enerationen in: Philosophie der Literaturw

issenschaft, H
rsg. v. 

E. Erm
atinger,	1930.	

歴
史
的
時
間
の
概
念
と
し
て
の
世
代
の
問
題
に
つ
い
て
私
は
す
で
に
私
の
『
歴
史
哲
学
』
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〇

二
〇
〇
―
二
一
三
頁
〔
全
集
第
六
巻
一
八
六
―
一
九
七
頁
【
第
四
章
第
三
節
】〕
に
お
い
て
若
干
の
一
般
的
考
察
を
な

し
た
。
か
し
こ
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
と
共
に
多
少
と
も
深
め
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。

今
日
世
代
の
概
念
が
特
別
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
こ
の
概
念
の
文
学
史
に
お
け
る
実
際
の
適
用
は

決
し
て
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ひ
と
は
す
で
に
以
前
か
ら
一
民
族
の
文
学
の
ビ
ブ
リ
オ
テ
ー
ク
を
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
順
に
も
し
く
は
作
品
の
出
た
年
の
順
に
並
べ
る
か
わ
り
に
作
家
の
生
れ
た
年
の
順
に
並
べ
、
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
原
則
に
従
う
こ
と
が
内
容
に
合
致
し
た
分
類
で
あ
り
、
時
代
区
分
の
基
礎
で
あ
る
よ
う
に
看
做
し
た
。＊

。
或

い
は
当
時
の
君
主
も
し
く
は
支
配
者
の
名
に
従
っ
て
例
え
ば
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
文
学
と
い
う
よ
う
に
呼
ぶ
こ

と
、
或
い
は
当
時
の
指
導
的
な
文
学
者
の
名
に
従
っ
て
例
え
ば
ゲ
ー
テ
時
代
の
文
学
と
い
う
風
に
い
う
こ
と
も
普

通
に
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
根
柢
に
は
何
等
か
の
意
味
で
世
代
の
概
念
が
含

ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
か
く
の
如
く
す
で
に
久
し
く
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら

の
理
論
的
基
礎
を
究
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。＊

＊　

ハ
ン
ス
・
フ
ォ
ン
・
ミ
ュ
ー
レ
ル
は	 “D

ie nam
hafteren deutschen D

ichter, und D
enker seit R

eim
arus und 

G
ünther in A

ltersgruppen geordnet von H
ans von M

üller. Ein Vorschlag zur O
rdnung von Privatbibliotheken, 

Fedor von Zobeltitz zum
 5. O

ktober 1917. überreicht. B
erlin. 1917.”	

と
い
う
小
著
作
に
お
い
て
、
作
家
の
秩
序
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け
る
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の
問
題

附
け
の
種
々
な
る
原
理
を
一
々
吟
味
し
、
批
評
し
た
後
に
、
作
家
を
彼
等
の
生
れ
た
年
に
従
っ
て
秩
序
附
け
る
こ

と
を
試
み
た
。
そ
し
て
い
っ
て
い
る
、「
多
く
の
者
は
し
か
し
初
め
に
は
、
年
齢
と
い
う
も
の
が
、
本
屋
が
秩
序
附

け
る
た
め
に
用
い
る
姓
と
い
う
も
の
と
同
じ
よ
う
に
一
の
外
的
な
分
類
原
理
で
あ
り
は
し
な
い
か
と
懸
念
す
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
懸
念
は
私
に
は
最
初
の
実
際
の
試
み
に
お
い
て
理
由
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
。
反
対

に
、
私
が
驚
い
た
こ
と
に
は
、
こ
の
さ
し
あ
た
り
純
粋
に
機
械
的
な
原
理
か
ら
し
て
、
深
い
心
理
学
の
諸
成
果
と

同
じ
よ
う
な
は
た
ら
き
を
す
る
と
こ
ろ
の
、
私
に
は
少
な
く
と
も
記
述
的
文
学
史
の
任
意
に
考
え
出
さ
れ
た
諸
配

合
よ
り
も
一
層
有
効
に
見
え
る
と
こ
ろ
の
、
諸
聯
関
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。」（	 W

ilhelm
 Pinder, D

as Problem
 der 

G
eneration in der K

unstgeschichte Europas. Zw
eite A

uflage 1928. S. X
III. 

に
拠
る
。)

世
代
の
概
念
の
も
と
の
意
味
は
、
と
く
に
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
系
図
学
的
の
も
の
で
あ
る
。
系
図
学
的
見

地
に
お
い
て
は
、
世
代
は
父
子
の
関
係
に
お
け
る
一
段
階
を
現
す
、
父
か
ら
子
へ
一
世
代
が
あ
り
、
父
か
ら
孫
へ

は
二
世
代
が
あ
る
、
両
親
は
一
世
代
を
な
し
、
子
供
た
ち
は
他
の
一
世
代
を
形
作
る
。
世
代
の
こ
の
意
味
は
明
瞭

で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
家
族
的
世
代
の
ほ
か
に
、
世
代
と
い
う
同
じ
語
は
マ
ン
ト
レ
の
い
う
如
き
社
会

的
世
代
を
現
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
社
会
的
世
代
と
い
う
の
は
種
々
な
る
家
族
に
属
す
る
人
間
の
一
つ
の
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群
で
あ
り
、
そ
の
統
一
は
一
の
特
殊
な
心
的
統
一
を
示
し
、
そ
し
て
そ
の
持
続
は
一
定
の
時
間
を
包
む
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
第
二
の
意
味
に
お
け
る
世
代
が
特
に
我
々
に
と
っ
て
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
世
代
の
概
念

の
二
つ
の
意
味
の
う
ち
い
ず
れ
が
一
層
重
要
と
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
ま
た
、
世
代
か
ら
世
代
へ
と
変
化
し
た

と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
的
研
究
が
い
わ
ば
個
人
主
義
的
見
地
に
立
ち
、
文
学
史
的
叙
述
の
最
も
高
貴

な
課
題
が
文
学
者
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
あ
る
と
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
個
人
の
系
図
が
彼
を
同
時
代
の

人
々
と
結
合
す
る
世
代
の
概
念
よ
り
も
恐
ら
く
し
ば
し
ば
重
要
に
見
え
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
、
芸
術
そ
の

他
人
間
的
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
、
同
時
代
の
生
産
物
の
共
通
の
方
向
を
究
め
よ
う
と
す
る
近
代
の
歴

史
学
的
問
題
提
出
に
と
っ
て
は
、
社
会
的
世
代
の
意
味
で
の
世
代
が
重
要
な
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ

り
世
代
と
い
う
も
の
の
根
源
的
な
意
味
は
家
族
的
世
代
で
あ
っ
て
、
社
会
的
世
代
の
概
念
は
疑
も
な
く
こ
の
も
の

か
ら
派
生
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
家
族
的
世
代
と
い
う
も
の
は
一
の
生
物
学
的
実
証
的
事
実
で
あ
る
。

そ
こ
で
世
代
の
概
念
は
、
歴
史
考
察
が
観
念
論
か
ら
実
証
的
傾
向
を
と
る
に
至
っ
た
と
き
重
要
な
位
置
を
占
め
る

よ
う
に
な
り
、
今
日
で
は
か
の
時
代
精
神
な
る
概
念
に
か
わ
り
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
時
代
の
ス
タ
イ
ル
と
い
う
概

念
の
基
礎
的
前
提
で
あ
る
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
。

世
代
の
問
題
の
考
察
の
出
発
点
と
な
る
の
は
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
史
に
お
け
る
世
代
の
問
題
』
の
著
者
ピ
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学
に
於
け
る
世
代
の
問
題

ン
デ
ル
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
歴
史
的
同
時
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
接
近
し
て
観
察
す
る
と
き
、
ピ
ン

デ
ル
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
同
時
的
な
も
の
の
非
同
時
性
と
い
う
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
同
時
的
な
も
の
と
は
同
じ

現
在
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
と
い
え
ば
、
例
え
ば
こ
の
年
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
在
は
一
の
時
点
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
時
点
は
、
こ
の
年
に
生
き
て
い
る
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
各
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
な
色
合
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別

の
意
味
を
有
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
―
―
あ
ら
ゆ
る
個
人
的
な
も
の
の
下
部
に
お
け
る
、
現
実
的
な
時
点

と
し
て
―
―
こ
の
同
じ
年
が
五
十
歳
の
者
に
と
っ
て
は
二
十
歳
の
者
に
と
っ
て
と
は
違
っ
た
彼
の
一
生
の
時
点
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。「
各
人
に
と
っ
て
同
じ
時
は
、
そ

れ
ぞ
れ
別
の
時
で
あ
る
、
即
ち
各
人
が
た
だ
彼
と
同
年
齢
の
者
と
の
み
等
し
く
す
る
各
人
自
身
の
そ
れ
ぞ
れ
別
の

年
代
で
あ
る
。」
単
純
な
現
在
と
い
う
も
の
が
一
般
に
あ
る
の
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
各
々
の
歴
史
的
瞬
間
は
自

己
の
種
々
な
る
年
代
（
青
年
期
、
壮
年
期
、
老
年
期
等
）
に
お
け
る
も
ろ
も
ろ
の
人
間
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
、
そ

の
各
々
の
者
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
も
の
を
意
味
し
、従
っ
て
ま
た
ひ
と
つ
の
他
の
時
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

歴
史
的
時
間
は
点
の
如
き
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
線
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
線
は
ひ
と
つ
の
面
に
つ
ら
な
る
、
そ

れ
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
線
は
ま
た
実
は
な
お
ひ
と
つ
の
他
の
面
の
部
分
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
時
間
は
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深
さ
を
も
っ
て
い
る
。
各
々
の
時
点
は
そ
れ
故
に
、
本
来
、
時
間	 Zeitraum	

で
あ
っ
て
、
多
く
の
次
元
を
含
ん

で
い
る
。
そ
れ
は
ピ
ン
デ
ル
の
用
い
た
音
楽
上
の
比
喩
を
藉
れ
ば
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
も
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
歴
史
は
単
な
る
渾
沌
で
な
く
、
そ
こ
に
は
諸
世
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
統
一
が
あ
る
。
我
々
が
た
だ
単
に

同
時
に
存
在
す
る
も
の
を
眺
め
る
な
ら
ば
何
等
の
統
一
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
に
し
て
も
―
―
同
時
的
な
も
の
の

非
同
時
性
―
―
、
我
々
に
し
て
同
時
に
生
れ
た
も
の
に
注
意
す
る
と
き
、
そ
こ
に
歴
史
的
秩
序
が
現
れ
る
。
即

ち
、
同
年
齢
の
者
の
群
を
形
成
す
る
力
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ピ
ン
デ
ル
に
よ
る
と
、
第
一
、

芸
術
家
に
と
っ
て
彼
の
誕
生
の
時
は
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
、
そ
れ
は
彼
の
本
質
の
発
展
を
制
約
し
、
こ

の
本
質
そ
の
も
の
を
す
ら
制
約
す
る
。
芸
術
の
本
質
は
そ
れ
故
に
、
何
時
彼
が
生
れ
る
か
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に

横
た
わ
っ
て
い
る
。
彼
の
問
題
は
彼
と
共
に
生
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
に
、
芸
術
家
は
こ
の
よ
う
な
事
実

に
よ
っ
て
孤
立
化
さ
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
群
を
な
し
て
い
る
。
近
似
的
に
同
年
齢
の
者
の
一
群
は
一
世

代
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
一
つ
の
世
代
は
通
常
す
ぐ
れ
て
統
一
的
な
問
題
性
格
を
示
し
て
い
る
。
世
代
は
も
ち
ろ
ん

な
お
ス
タ
イ
ル
で
は
な
い
が
、
ス
タ
イ
ル
の
価
値
の
も
の
で
あ
る
。
ピ
ン
デ
ル
は
一
つ
の
世
代
が
実
現
す
る
統
一

を
そ
の
世
代
の
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
と
呼
ん
だ
。
世
代
の
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
と
い
う
の
は
、
か
の
リ
ー
グ
ル
の
芸
術
意
欲	

K
unstw

ollen	

の
思
想
を
世
代
の
統
一
の
な
か
へ
移
し
入
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
各
々
の
世
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代
は
み
ず
か
ら
の
う
ち
か
ら
そ
れ
自
身
の
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
を
形
成
実
現
し
、
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
は
本
来

初
め
て
一
の
性
質
的
統
一
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
世
代
の
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
と
は
、
ピ
ン
デ
ル
に
従
う
と
、
そ
れ
の

内
的
目
的
の
表
現
、
こ
の
世
代
に
生
れ
つ
い
て
具
わ
っ
た
生
命
感
情
及
び
世
界
感
情
の
表
現
で
あ
る
。

も
し
右
の
如
く
世
代
の
問
題
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
文
学
史
を
初
め
種
々
な
る
文
化
史
が
こ
れ
ま
で
多
く

の
場
合
に
好
ん
で
使
用
し
て
来
た
時
代
精
神
の
概
念
を
破
壊
す
る
か
、
少
な
く
と
も
こ
れ
を
相
対
的
な
も
の
と
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
時
代
精
神
の
統
一
は
存
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
却
っ
て
同
時
的
な
も
の
の
非
同
時
性
と
い
う
こ

と
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
現
実
に
は
む
し
ろ
一
時
代
の
う
ち
に
性
質
的
に
違
っ
た
種
々
な
る
世
代
の
統
一
が
含

ま
れ
る
。
時
代
の
統
一
と
い
う
も
の
は
、
た
か
だ
か
、
同
じ
時
代
が
そ
の
時
代
の
種
々
な
る
世
代
の
問
題
に
対
し

て
役
だ
て
る
手
段
の
類
似
に
存
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
時
代
精
神
の
概
念
は
観
念
論
的
歴
史
哲
学
の
思
弁

に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
ピ
ン
デ
ル
は
世
代
の
概
念
に
よ
っ
て
時
代
精
神
と
い
う
が
如
き
従
来
あ
ま
り
に
高

調
さ
れ
た
時
間
統
一
の
破
壊
を
企
て
た
。
彼
の
意
見
に
全
部
は
賛
成
し
な
い
に
し
て
も
、
世
代
の
問
題
を
考
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
時
代
精
神
と
い
う
概
念
は
少
な
く
と
も
相
対
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
時

代
精
神
と
い
っ
て
も
、
厳
密
に
は
全
時
代
の
精
神
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
、
む
し
ろ
我
々
は
そ
の
よ
う
に
一
時

代
の
精
神
と
見
ら
れ
る
も
の
が
多
く
は
一
定
の
時
点
に
お
い
て
特
別
の
重
要
性
に
達
す
る
ひ
と
つ
の
世
代
層
の
う
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ち
に
そ
の
座
を
も
ち
、
そ
れ
が
次
に
他
の
世
代
層
に
、
こ
の
も
の
の
特
色
を
全
く
破
壊
し
も
し
く
は
吸
収
し
て
し

ま
う
こ
と
な
し
に
、
浸
潤
す
る
の
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

二

世
代
の
問
題
は
歴
史
の
リ
ズ
ム
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
世
代
と
い
う
観
点
か
ら
見
る

場
合
、
歴
史
の
リ
ズ
ム
の
う
ち
に
如
何
な
る
根
本
現
象
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

ピ
ン
デ
ル
の
い
う
同
時
的
な
も
の
の
非
同
時
性
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
人
類
社
会
に
お

け
る
ひ
と
つ
の
根
本
的
な
生
物
学
的
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
動
物
の
世
代
は
、
普
通
、
単
に
人
間
の
世
代
よ

り
も
短
い
の
み
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
非
連
続
的
で
あ
っ
て
、
一
の
世
代
は
他
の
世
代
と
関
係
を
も
た
な
い
。
例
え

ば
昆
虫
に
お
い
て
は
、
子
供
は
そ
の
孵
化
し
た
瞬
間
に
彼
等
の
親
を
見
る
こ
と
な
く
、
か
く
し
て
そ
の
諸
世
代
は
、

通
常
冬
の
期
間
に
よ
っ
て
分
た
れ
て
、
互
い
に
喰
い
合
う
こ
と
が
な
い
。
し
か
る
に
人
間
の
諸
世
代
は
互
い
に
混

り
合
い
、
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
同
時
に
祖
父
と
父
と
子
と
い
う
風
に
種
々
な
る
世
代
が
生
活
し
て
い
る
の
が
つ

ね
で
あ
る
。
人
間
の
世
代
は
節
と
節
と
を
つ
な
い
だ
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
い
ず
れ
の
時
点
に
お
い
て
も

種
々
な
る
世
代
が
層
を
成
し
て
存
在
す
る
。
即
ち
人
間
の
世
代
は
真
の
意
味
で
連
続
的
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
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人
間
的
文
化
の
連
続
、
そ
の
伝
統
に
と
っ
て
基
礎
的
な
関
係
を
有
す
る
事
実
が
あ
る
。
も
し
も
人
類
が
た
だ
一
回

的
な
世
代
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
人
類
は
伝
統
乃
至
伝
承
の
必
要
を
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
伝
承
と
い
う
こ
と

に
お
い
て
基
礎
と
な
る
こ
と
が
ら
は
、
新
し
い
世
代
が
古
い
世
代
の
内
部
に
生
れ
て
同
時
に
生
活
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
古
い
世
代
と
新
し
い
世
代
と
が
同
時
に
生
活
す
る
と
こ
ろ
に
、
教
育
と
い
わ
れ
る
根
本

的
な
事
実
が
成
立
す
る
。
我
々
は
単
に
意
識
的
な
、有
意
的
な
教
育
の
こ
と
ば
か
り
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

意
識
的
に
教
え
ら
れ
、
学
ば
れ
た
こ
と
は
む
し
ろ
そ
の
量
に
お
い
て
も
そ
の
重
要
性
に
お
い
て
も
範
囲
の
狭
い
も

の
で
あ
る
。
相
異
な
る
世
代
が
同
時
に
生
活
す
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
無
意
識
的
に
、
無
意
的
に
、

最
も
広
汎
な
範
囲
に
お
い
て
教
育
は
行
わ
れ
、
伝
統
は
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
他
面
、
我
々
は
世
代

の
事
実
の
う
ち
に
人
間
的
文
化
の
更
新
、
創
造
に
と
っ
て
の
基
礎
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
世
代
の
交
替
は
、

文
化
の
以
前
の
担
い
手
が
去
り
、
新
し
い
担
い
手
が
現
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
文
化
の
担
い
手
は
絶
え
ず
若
返

る
。
以
前
の
世
代
が
死
滅
し
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
文
化
の
創
造
に
と
っ
て
必
要
な
忘
却
を
伴
う
で
あ
ろ
う
。
人

間
は
忘
却
す
る
こ
と
な
し
に
は
創
造
し
得
な
い
。
も
し
も
つ
ね
に
同
一
の
人
間
が
文
化
の
担
い
手
で
あ
る
と
し
た

な
ら
ば
、
文
化
の
根
本
的
に
新
し
い
通
路
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
生
命
基
体
か
ら

新
た
に
始
め
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
が
新
し
く
生
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
新
し
い
世
代
が
は
い
っ
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て
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
の
文
化
も
若
返
る
。
な
ぜ
な
ら
文
化
の
新
し
い
担
い
手
と
な
る
こ
の
世
代
は
、
現
存

す
る
も
の
に
対
し
て
古
い
世
代
と
は
違
っ
た
距
離
に
立
ち
、
蓄
積
さ
れ
た
文
化
を
新
し
い
仕
方
で
受
容
し
、
新
し

い
仕
方
で
加
工
す
る
か
ら
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
歴
史
の
リ
ズ
ム
は
創
造
と
伝
統
と
の
、
伝
統
と
創
造
と
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
世

代
の
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
一
の
世
代
と
他
の
世
代
と
の
あ
い
だ
の
間
隔
の
測
定

が
歴
史
の
リ
ズ
ム
を
把
握
す
る
た
め
の
基
礎
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
か
か
る
間
隔
は
、
生
物
学
的

に
見
る
と
、
父
と
子
と
の
間
の
年
齢
の
相
違
に
お
い
て
、
規
則
的
に
観
察
さ
れ
る
時
間
の
幅
に
ほ
か
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
年
齢
の
相
違
は
平
均
三
分
の
一
世
紀
に
相
当
し
、
従
っ
て
一
世
紀
は
三
世
代
を
含
む
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
生
物
学
的
実
証
的
基
礎
の
上
に
世
代
の
理
論
を
築
こ
う
と
し
た
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
如
き
は
、
い

わ
ゆ
る
三
世
代
の
法
則
を
建
て
、
そ
れ
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
文
学
史
に
関
す
る
波
動
説
に
お
い
て
実
際
に
証
明
さ
れ

て
い
る
と
考
え
た
。
精
密
な
、事
実
に
即
し
た
歴
史
的
研
究
は
か
よ
う
な
世
代
の
理
論
の
誤
謬
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
も
と
よ
り
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
意
味
の
世
代
は
、
ま
ず
そ
れ
が
主

と
し
て
家
族
系
図
学
的
の
も
の
で
あ
り
、
次
に
そ
れ
が
単
に
生
物
学
的
事
実
に
の
み
拠
っ
て
い
る
と
い
う
二
つ
の

点
に
お
い
て
、
歴
史
的
に
意
義
あ
る
世
代
の
概
念
を
十
分
に
説
明
し
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
生
物
学
的
な
も
の
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は
な
お
歴
史
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
歴
史
的
に
重
要
な
の
は
社
会
的
世
代
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
歴
史
的
に
意

義
あ
る
世
代
と
い
う
も
の
は
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
諸
世
代
に
従
っ
て
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
文

学
史
を
叙
述
し
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ム
メ
ル
は
世
代
の
概
念
を
定
義
し
て
、「
一
つ
の
世
代
は
、
同
じ
経
済
的
、

政
治
的
及
び
社
会
的
状
態
の
中
か
ら
生
れ
出
で
、
従
っ
て
類
似
し
た
世
界
観
、
教
養
、
道
徳
及
び
芸
術
感
覚
を
具

え
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
一
切
の
ほ
ぼ
同
時
に
生
活
す
る
人
間
を
包
括
す
る
。」
と
書
い
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、

世
代
の
形
成
に
あ
た
っ
て
最
も
広
い
意
味
に
お
け
る
環
境
が
決
定
的
に
は
た
ら
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ

イ
な
ど
も
こ
れ
に
類
す
る
見
解
を
述
べ
た
。
彼
に
よ
る
と
、
世
代
が
形
作
ら
れ
る
時
、
第
一
に
そ
こ
に
与
え
ら
れ

て
い
る
知
的
文
化
の
遺
産
、
第
二
に
周
囲
の
生
活
、
社
会
的
、
政
治
的
、
そ
の
他
種
々
の
文
化
状
態
、
特
に
新
た

に
加
わ
っ
て
来
る
知
的
諸
事
実
、
と
い
う
二
つ
の
群
の
制
約
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
の
諸
制
約
の
影
響
の
も
と
に
、

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
同
質
的
な
諸
個
人
が
一
世
代
と
し
て
形
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

ま
た
一
世
代
の
長
さ
は
外
的
諸
条
件
の
相
違
に
従
っ
て
異
な
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
歴
史
的
意
味
に
お

け
る
世
代
の
交
替
は
つ
ね
に
同
じ
速
度
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
世
代
の
形
成
に
と
っ
て
社
会
的
文
化
的
環
境
の

作
用
が
重
要
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
と
し
て
も
、
も
し
世
代
と
い
う
も
の
が
た
だ
単
に
そ
れ
に
よ

っ
て
の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
世
代
の
概
念
の
固
有
な
る
意
味
は
失
わ
れ
、
従
っ
て
世
代
の
概
念
と
時
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代
の
概
念
と
の
区
別
も
認
め
ら
れ
な
く
な
り
、
遂
に
世
代
の
概
念
は
不
用
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ま
た

も
し
そ
の
よ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
同
時
に
存
在
す
る
者
は
同
じ
社
会
的
文
化
的
環
境
に
生
活
し
、
同
じ
歴

史
の
大
事
件
、
大
変
化
に
出
会
う
の
で
あ
る
か
ら
、
ピ
ン
デ
ル
が
世
代
の
問
題
に
関
し
て
正
し
く
指
摘
し
た
と
こ

ろ
の
、
同
時
的
な
も
の
の
非
同
時
性
と
い
う
こ
と
、
同
時
と
同
年
齢
と
の
間
の
差
別
と
い
う
こ
と
も
意
味
が
な
く

な
る
で
あ
ろ
う
。
世
代
の
概
念
が
保
存
さ
る
べ
き
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
人
間
の
生
存
の
生
物
学
的
リ
ズ
ム
の
存

在
に
よ
っ
て
、
生
と
死
と
の
事
実
、
時
間
的
に
限
り
あ
る
生
命
、
老
衰
の
事
実
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
同
じ
世
代
の
う
ち
に
存
す
る
対
立
に
し
て
も
、
同
じ
時
代
の
相
異
な
る

世
代
の
う
ち
に
存
す
る
類
似
よ
り
も
な
お
類
似
的
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
も
す
で
に
い
っ
た
如
く
、
世
代
を
単
に
生
物
学
的
に
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。

世
代
の
問
題
は
単
な
る
生
物
学
的
見
地
と
は
違
っ
た
新
し
い
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は

い
ま
そ
の
よ
う
な
観
点
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
、
世
代
の
理
論
の
中
心
と
な
る
の
は
、
歴
史
の
主
体
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
主
体
的
意
味
が
重
ん
ぜ

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
世
代
の
間
隔
を
考
え
る
に
も
、
ド
ゥ
ロ
メ
ル
の
十
五
年
説
に
お
い
て
の
如
く
、
人
間
の
歴

史
的
活
動
を
主
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
歴
史
の
主
体
と
い
え
ば
、
人
間
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
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世
代
の
思
想
は
歴
史
の
主
体
と
し
て
の
人
間
的
自
然
を
基
礎
に
お
い
て
い
る
。
主
体
は
ま
さ
に
主
体
と
し
て
単
に

環
境
か
ら
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
得
な
い
。
却
っ
て
世
代
の
思
想
の
特
色
は
環
境
に
対
す
る
主
体
の
優
位
を
考

え
る
と
こ
ろ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
環
境
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
世
界
の
す
べ
て
、
一
切
の

客
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
ピ
ン
デ
ル
は
い
っ
た
、「
諸
経
験
（『
諸
影
響
』、『
諸
関
係
』）
に
対
す
る
生
長
の
優
位

が
主
張
さ
れ
る
。
美
術
史
的
生
活
が
、
秘
密
に
充
ち
た
自
然
過
程
の
う
ち
に
生
れ
る
と
こ
ろ
の
規
定
的
な
エ
ン
テ

レ
ヒ
ー
と
、
こ
れ
ら
の
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
の
事
実
的
展
開
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
諸
摩
擦
、
諸
影
響
、
諸
関
係
と
の

協
働
か
ら
生
ず
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。」
即
ち
ピ
ン
デ
ル
の
主
張
す
る
の
も
環
境
に
対
す
る
主
体
の
優

位
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
彼
に
あ
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
主
体
が
な
お
客
観
的
自
然
的
な
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
、
誕
生
と
か
生
長
と
か
と
い
う
こ
と
も
単
な
る
生
物
学
的
意
味
に
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
真
に
主
体
的

に
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
我
々
は
哲
学
的
に
か
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
歴
史
生
物
学
的	 geschichtsbiologisch	

な
見
方

を
支
持
し
得
な
い
の
み
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
は
歴
史
的
実
証
的
事
実
に
正
し
く
合
致
す
る
も
の
で
な
い
。
我
々
に

と
っ
て
も
主
体
的
な
も
の
は
或
る
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
ま
さ
に
主
体
の
意
味
に
お
け
る
自

然
で
あ
り
、
し
か
る
に
生
物
学
的
自
然
は
客
体
的
自
然
に
過
ぎ
ぬ
。
か
か
る
自
然
に
対
し
て
主
体
的
な
も
の
は
む

し
ろ
根
源
的
な
物
質
、
第
一
次
の
自
然
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
に
見
ら
れ
た
自
然
で
は
な
い
、
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そ
れ
は
も
と
よ
り
人
間
的
文
化
の
う
ち
に
お
い
て
は
そ
の
表
現
に
達
し
は
す
る
が
、
一
の
内
的
自
然
乃
至
内
的
身

体
で
あ
る
。
そ
れ
は
根
源
的
な
物
質
と
い
う
が
如
き
も
の
で
も
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
い
ず
れ
の
新
し
い
世
代
の

う
ち
に
も
詩
的
天
才
が
そ
れ
か
ら
作
ら
れ
る
素
質
の
ほ
ぼ
同
一
の
量
が
存
在
し
、
そ
れ
の
発
展
は
上
に
記
し
た
が

如
き
二
つ
の
条
件
の
影
響
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
に
看
做＊

し
た
。
し
か
し
主
体
的
な
も
の
は
素
質
と
い
う
よ
り
も

む
し
ろ
運
命
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ピ
ン
デ
ル
が
世
代
を
「
自
然
の
骰
子
投
げ
」	 W

urf der N
atur	

と
呼
ん
だ

と
き
、
そ
れ
は
運
命
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
世
代
と
は
運
命
を
共
に
分
つ
も
の
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
運
命
と
は
内
的
運
命
の
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
の
世
代
が
共
通
に
出
会
う
種
々
な
る
外
的
運

命
を
ま
さ
に
運
命
と
し
て
感
ず
る
の
は
、
人
間
の
実
存
が
根
源
に
お
い
て
す
で
に
運
命
で
あ
る
が
た
め
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
我
々
は
世
代
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、主
体
と
い
う
も
の
が
単
に
観
念
的
な
も
の
で
な
く
、

根
源
的
に
自
然
的
な
も
の
の
意
味
を
含
む
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

＊　

D
ilthey, U

eber das Studium
 der G

eschichte der W
issenschaften von M

enschen, der G
esellschaft und dem

 

Staat. W
W

. V. B
d., S. 38. D

erselbe, Leben Schleierm
achers, S. 297.

第
二
、
世
代
の
理
論
は
文
化
の
形
成
に
お
い
て
パ
ト
ス
の
意
味
を
重
要
視
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
パ

ト
ス
と
い
う
の
は
主
体
的
に
規
定
さ
れ
た
意
識
、内
的
自
然
乃
至
内
的
身
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
意
識
で
あ
る
。
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文
学
に
於
け
る
世
代
の
問
題

文
化
は
理
性
的
な
も
の
、
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
と
っ
て
は
世
代
の
問
題
は
多
く
の
意
義
を
有

し
得
な
い
。
例
え
ば
現
代
の
文
化
哲
学
と
し
て
知
ら
れ
る
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
は
、
す
べ
て
の
文
化
は
い
わ
ゆ
る

文
化
価
値
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
価
値
は
文
化
の
含
む
普
遍
妥
当
的
な
理
性
内
容
、

非
性
格
的
な
ロ
ゴ
ス
的
意
味
に
ほ
か
な
ら
ず
、
従
っ
て
か
く
の
如
き
価
値
哲
学
的
立
場
に
お
い
て
は
世
代
の
理
論

は
歴
史
及
び
文
化
に
関
す
る
生
物
学
主
義
と
し
て
単
純
に
排
斥
さ
れ
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
理
論
と
し

て
世
代
の
問
題
を
重
要
視
す
る
立
場
は
、
こ
れ
に
反
し
て
、
い
ず
れ
の
文
化
に
お
い
て
も
、
そ
の
う
ち
に
そ
れ
の

生
産
者
の
「
人
間
」、
こ
の
人
間
の
「
性
格
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
こ
れ
を
重
ん
ず
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
人
間
と
い
い
性
格
と
い
う
の
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
三
、
世
代
は
い
う
ま
で
も
な
く
個
人
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
歴
史
的
に
意
義
あ
る
世
代
の
概
念
は
家
族
系
図

学
的
遺
伝
的
の
も
の
を
指
す
の
で
な
く
、
種
々
な
る
家
族
に
属
す
る
諸
個
人
の
群
を
意
味
し
て
い
る
。
世
代
の
基

礎
と
考
え
ら
れ
る
根
源
的
な
物
質
と
し
て
の
主
体
は
単
に
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
社
会
的
な
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
個
人
的
身
体
の
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
社
会
的
身
体
、
社
会
的
物
質
と
も
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
。
主
体
は
い
わ
ゆ
る
主
観
の
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
主
観
・
客
観
的
と
考
え
ら
れ
る
人
間
を
包
む
も
の
で

あ
る
。
世
代
は
我
々
の
外
部
に
あ
る
社
会
で
は
な
い
。
社
会
的
世
代
は
パ
ト
ス
を
共
に
分
つ
こ
と
に
よ
っ
て
形
作
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ら
れ
る
。
我
々
は
世
代
と
い
う
よ
う
な
一
つ
の
群
乃
至
層
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
結
合
に
お
け
る
パ

ト
ス
の
根
本
的
な
意
味
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
も
し
世
代
を
ひ
と
つ
の
社
会
的
結
合
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
一
定
の
目
的
、
ロ
ゴ
ス
的
意
味
に
従
う
種
類
の
社
会
的
結
合
に
対
し
て
、
い
わ
ば
無
意
識
的
な
、
自
然
的
な
結

合
で
あ
る
。
そ
れ
は
客
観
的
目
的
に
よ
っ
て
結
び
附
い
た
も
の
で
な
く
、
お
の
ず
か
ら
、
主
体
的
に
、
パ
ト
ス
的

に
結
び
附
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
世
代
は
い
わ
ゆ
る
運
命
共
同
体
と
も
見
ら
れ
る
が
、
か
よ
う
な
運
命
の
意
識

は
ロ
ゴ
ス
的
意
識
で
な
く
て
、
パ
ト
ス
的
意
識
で
あ
り
、
も
と
無
対
象
な
、
或
い
は
無
の
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は

本
来
的
に
は
客
体
的
な
も
の
の
意
識
で
は
な
い
。
パ
ト
ス
は
つ
ね
に
性
格
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
性
格
的
と
い
う

こ
と
と
個
人
的
と
い
う
こ
と
と
は
同
じ
で
な
い
。
一
世
代
の
諸
個
人
の
活
動
は
パ
ト
ス
を
共
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
共
通
の
方
向
を
示
し
て
い
る
と
し
て
も
、
彼
等
は
そ
れ
ぞ
れ
に
性
格
的
で
あ
る
こ
と
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。

個
々
の
人
間
は
各
自
の
運
命
を
負
い
な
が
ら
そ
の
世
代
の
運
命
の
う
ち
に
包
ま
れ
て
い
る
。オ
ル
テ
ガ
に
よ
る
と
、

世
代
は
卓
越
し
た
数
人
の
個
人
だ
け
を
意
味
し
な
い
と
同
様
に
大
衆
だ
け
を
意
味
し
な
い
。
世
代
は
そ
の
世
代
に

独
自
の
高
貴
な
少
数
者
と
ま
た
そ
れ
に
独
自
の
大
衆
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。「
世
代
は
大
衆
と
個
人
と
の
力
学
的

融
合
で
あ
る
。」

か
く
て
世
代
の
統
一
が
単
に
年
代
表
に
よ
っ
て
で
な
く
、
一
の
内
的
統
一
と
し
て
内
的
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
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文
学
に
於
け
る
世
代
の
問
題

ぬ
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
う
。
し
か
る
に
も
し
右
の
如
く
世
代
の
概
念
を
単
な
る
生
物
学
的
意
味
か
ら
解

放
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
従
来
の
時
代
精
神
の
概
念
と
の
距
離
は
一
面
甚
だ
接
近
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
お
世
代
の
概
念
が
特
色
あ
り
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
ま
ず
、
時
代
精
神
の
概
念
が

な
お
客
観
的
見
方
に
纏
わ
れ
て
い
る
に
対
し
、
世
代
の
概
念
が
主
体
的
意
味
を
明
瞭
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
、
次

に
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
、
時
代
精
神
の
概
念
が
主
と
し
て
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
、
イ
デ
ー
的
な
も
の
、
従
っ
て
自

然
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ぬ
も
の
を
意
味
す
る
に
対
し
、
世
代
の
概
念
が
根
源
的
に
自
然
的
な
も
の
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
た
意
識
を
表
す
と
こ
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。「
精
神
」	 G

eist	

と
の
区
別
に
お
い
て
「
心
」	 Seele	

は
自
然
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
意
識
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
ゼ
ー
レ
と
は
自
然
精

神	 N
aturgeist	

で
あ
り
、
そ
れ
は
「
自
然
の
う
ち
に
縛
ら
れ
」、「
そ
の
身
体
性
に
関
係
附
け
ら
れ
て
」
い
る
。＊

ゼ

ー
レ
は
純
粋
な
、
普
遍
的
な
も
の
で
な
く
、
年
齢
や
人
種
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
、
と
彼
は
述
べ
た
。
私
は
ヘ
ー

ゲ
ル
の
観
念
論
に
お
け
る
よ
り
も
自
然
に
対
し
て
根
源
的
な
、
原
理
的
な
意
味
を
認
め
、
か
か
る
根
源
的
な
自
然

乃
至
内
的
身
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
意
識
を
ゼ
ー
レ
よ
り
も
広
い
且
つ
深
い
意
味
に
お
い
て
パ
ト
ス
と
名
づ
け

る
。
私
の
い
う
パ
ト
ス
は
ゼ
ー
レ
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
い
わ
ゆ
る
ゼ
ー
レ
の
概
念
に
お
い
て
は
そ
れ
と

結
び
附
く
身
体
と
か
自
然
と
か
い
う
も
の
が
な
お
客
体
的
、
対
象
的
に
見
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
に
反
し
て
、
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私
の
い
う
パ
ト
ス
の
概
念
に
お
い
て
は
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
時
代
精
神

の
概
念
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
の
如
く
歴
史
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
を
重
ん
ず
る
と
す
れ
ば
、
世
代
の
理
論

の
特
色
は
歴
史
に
お
け
る
パ
ト
ス
的
な
も
の
の
重
要
性
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
時
代
は
な
お
客

観
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
世
代
は
根
本
に
お
い
て
内
か
ら
の
統
一
と
し
て
内
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
ほ
か
な

い
。
世
代
の
概
念
は
歴
史
の
内
的
原
理
と
し
て
運
命
の
概
念
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
。
か
の
ペ
ー
テ
ル
ゼ
ン
も

世
代
の
継
起
は
運
命
の
拍
節
を
意
味
す
る
と
い
っ
て
い
る
。
運
命
と
い
う
も
の
は
時
間
の
概
念
を
離
れ
て
考
え
ら

れ
ず
、
時
間
的
な
も
の
は
す
べ
て
運
命
的
な
も
の
で
あ
る
。
世
代
の
統
一
は
精
神
の
一
致
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も

運
命
の
共
同
に
よ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
芸
術
を
「
暗
き
表
象
」
か
ら
説
明
し
た
が
、
こ
の
「
精
神
の
波
立
て
る

根
源
」
こ
そ
、
そ
れ
か
ら
真
の
精
神
文
化
が
生
れ
出
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

＊　

H
egel, System

 der Philosophie, G
lockners A

usgabe, Zehnter B
and, S. 49.	

ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
人
間
学
に
お
い

て
年
齢
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
が
、
世
代
の
問
題
は
論
じ
て
い
な
い
。

三

こ
の
よ
う
に
し
て
、
今
や
我
々
は
、
何
故
に
世
代
の
問
題
が
文
学
及
び
そ
の
歴
史
に
特
に
深
く
交
渉
す
る
か
と
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文
学
に
於
け
る
世
代
の
問
題

い
う
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。広
く
文
化
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
す
べ
て
意
味
を
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
よ
う
に
文
化
の
担
う
意
味
に
お
い
て
私
は
ロ
ゴ
ス
的
意
味
と
パ
ト
ス
的
意
味
、
或
い
は
記
号
的
意
味
と
表
現

的
意
味
と
を
区
別
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
文
化
も
何
等
か
の
仕
方
、
何
等
か
の
程
度
で
こ
の
二
つ
の
意
味
を
共
に

含
む
け
れ
ど
も
、
相
対
的
に
見
る
と
、
主
と
し
て
ロ
ゴ
ス
的
客
観
的
意
味
を
担
う
も
の
と
、
特
に
パ
ト
ス
的
主
体

的
意
味
を
著
し
く
表
現
す
る
も
の
と
の
区
別
が
認
め
ら
れ
る
。
自
然
科
学
の
如
き
は
前
者
で
あ
っ
て
、
文
学
の
如

き
は
後
者
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
し
て
自
然
科
学
な
ど
の
場
合
に
と
っ
て
は
世
代
の
問
題
は
比
較
的
無

関
係
で
あ
る
に
反
し
て
、
文
学
の
如
き
場
合
に
お
い
て
は
そ
れ
が
格
別
重
要
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
言
語
は
文
学
に
と
っ
て
根
本
的
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
言
語
、
特
に
そ
の
ス

タ
イ
ル
に
は
、
個
人
に
お
い
て
も
、
年
齢
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
相
違
が
あ
る
。
古
典
文
献
学
は
し
ば
し
ば
こ
の

事
実
を
或
る
作
家
の
或
る
作
品
の
年
代
を
決
定
す
る
た
め
の
方
法
的
基
礎
と
し
て
用
い
て
来
た
。
そ
れ
ば
か
り
で

な
く
、
各
々
の
世
代
は
そ
れ
自
身
の
「
世
代
の
言
葉
」
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
言
語
学
者
メ
イ
エ
は
次

の
如
く
い
っ
て
い
る
、「
最
も
流
通
せ
る
話
し
方
の
う
ち
に
お
い
て
す
ら
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
異
質
性
の
ほ
か
に
、

あ
ら
ゆ
る
特
殊
な
言
葉
の
ほ
か
に
、
消
去
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
相
違
の
秩
序
が
、
即
ち
話
す
人
間
の
あ
い
だ
の
年

齢
の
相
違
に
負
う
と
こ
ろ
の
相
違
の
秩
序
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
言
葉
の
修
業
が
終
っ
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て
い
な
い
子
供
た
ち
が
示
す
特
殊
性
で
も
、
年
齢
に
よ
っ
て
変
調
を
来
た
し
た
発
音
器
官
を
も
っ
た
老
人
た
ち
の

こ
と
で
も
な
い
。
だ
が
各
々
の
世
代
は
革
新
を
も
た
ら
す
。
等
し
く
常
規
的
な
、し
か
し
違
っ
た
年
齢
の
人
間
は
、

原
理
的
に
彼
等
の
言
語
に
お
い
て
目
だ
っ
た
相
違
を
も
っ
て
い
る
。」
言
語
は
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
言

語
に
つ
い
て
各
々
の
世
代
は
ま
た
革
新
乃
至
創
造
を
な
し
、
各
々
自
己
の
世
代
の
言
葉
を
も
っ
て
い
る
。
か
く
の

如
き
事
実
は
言
語
の
芸
術
た
る
文
学
に
と
っ
て
も
決
し
て
無
関
係
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
文
化
と
い
わ
れ
る
も
の
に
お
い
て
、
も
し
な
お
か
の
文
明
と
文
化
と
い
う
区
別
を
認
め
る
な
ら
ば
、
す

で
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
前
者
は
主
と
し
て
ロ
ゴ
ス
的
意
味
を
担
う
文
化
、
後
者
は
優
越
な
仕

方
で
パ
ト
ス
的
意
味
を
表
現
し
て
い
る
文
化
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
文
学
が
文
明
で
な
く

文
化
に
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
文
明
と
は
異
な
り
文
化
は
、
人
々
の
い
う
如
く
、
特
に
「
心
的
に
拘
束

さ
れ
た
」	 seelengebunden	

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
文
明
は
よ
く
物
質
文
明
な
ど
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、

自
然
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
は
却
っ
て
文
化
で
あ
っ
て
、
文
明
は
む
し
ろ
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
逆
説

も
成
り
立
ち
得
る
。
科
学
な
ど
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
文
学
の
根
柢
に
は
最
も
深
い
自
然
的
な
も
の
が
あ
る
。
こ

の
自
然
的
な
も
の
は
運
命
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
有
が
一
切
の
客
体
的
な
も
の
を
い
う
と
す
れ
ば
、

こ
れ
に
対
し
て
は
無
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ト
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
述
べ
た
と
お
り
、
文
明
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文
学
に
於
け
る
世
代
の
問
題

に
と
っ
て
の
根
本
的
範
疇
が
「
発
見
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
文
化
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
「
創
造
」
で
あ
る
。＊

蓋
し

文
明
の
意
味
は
ロ
ゴ
ス
的
意
味
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
対
象
的
な
も
の
、
既
に
あ
る
も
の
、
従
っ
て
発
見
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
文
化
の
含
む
意
味
は
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
の
理
解
も
ま
た
つ
ね
に
そ
れ
自

身
ひ
と
つ
の
創
造
的
作
用
で
あ
る
。
無
か
ら
有
が
生
ず
る
意
味
が
な
け
れ
ば
創
造
と
は
い
わ
れ
な
い
。
運
命
と
い

う
も
の
に
突
き
当
っ
た
と
き
創
造
は
始
ま
る
。
文
学
は
単
に
知
る
こ
と
で
は
な
く
、
作
る
こ
と
で
あ
る
。
作
る
こ

と
は
つ
ね
に
身
体
的
な
も
の
と
結
び
附
い
て
い
る
。
創
造
も
し
く
は
創
作
の
基
礎
は
パ
ト
ス
で
あ
る
。
デ
モ
ン
の

協
働
な
し
に
は
芸
術
作
品
は
な
い
と
い
わ
れ
る
と
き
、
デ
モ
ン
と
は
あ
の
内
的
自
然
も
し
く
は
内
的
身
体
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
デ
モ
ン
は
外
部
か
ら
干
渉
す
る
力
で
は
な
い
、そ
れ
は
人
間
の
性
格
と
離
れ
難
く
結
び
附
い
て
い
る
。

し
か
る
に
注
意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
創
作
的
な
も
の
こ
そ
実
は
ま
た
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
。
文
学

に
と
っ
て
は
科
学
の
場
合
な
ど
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
伝
統
と
い
う
も
の
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
最

も
創
作
的
な
も
の
が
同
時
に
最
も
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
見
矛
盾
し
た
こ
と
が
ら
は
、
伝
統
と
い
う
こ

と
も
創
造
と
い
う
こ
と
と
同
じ
く
パ
ト
ス
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
伝
統
は
合

理
的
な
、
理
性
的
な
作
用
で
あ
る
よ
り
も
パ
ト
ス
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
伝
統
と
創
造
と
の
い
ず
れ
の
場
合
に

も
パ
ト
ス
か
ら
生
れ
る
ミ
ュ
ト
ス
が
そ
の
根
柢
に
あ
る
、
―
―
ミ
ュ
ト
ス
の
二
形
態
が
そ
こ
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
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て
か
く
の
如
く
創
造
並
び
に
伝
統
が
存
す
る
文
学
の
場
合
に
と
っ
て
、
世
代
の
問
題
は
特
別
の
重
要
性
を
も
っ
て

い
る
。
我
々
は
す
で
に
初
め
に
伝
統
と
創
造
と
の
リ
ズ
ム
が
世
代
の
現
象
に
と
っ
て
根
本
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
お
い
た
。

＊　

A
lfred W

eber, Ideen zur Staats-und K
ultursoziologie, 1927.

更
に
世
代
の
概
念
が
何
故
に
か
の
時
代
の
ス
タ
イ
ル
の
概
念
に
と
っ
て
基
礎
と
な
る
か
に
つ
い
て
、
ひ
と
は
或

る
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
と
よ
り
ス
タ
イ
ル
と
い
う
重
要
な
、
そ
し
て
興
味
深
い
問
題
を
詮
議
す

る
こ
と
は
他
の
場
所
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
と
に
か
く
ス
タ
イ
ル
が
或
る
性
格
的
な
も
の
で
あ
り
、

従
っ
て
パ
ト
ス
的
な
も
の
に
関
係
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ス
タ
イ
ル
は
も
と
或
る
内
的
な
も
の
、

し
か
も
内
的
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
ス
タ
イ
ル
は
も
ろ
も
ろ
の
偶
然
を
性
格
に
、
運
命
に
転
化
す
る
と
き
生
れ

る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
時
代
精
神
と
い
う
如
き
も
の
に
よ
っ
て
よ
り
も
世
代
と
い

う
も
の
に
よ
っ
て
一
層
よ
く
基
礎
附
け
ら
れ
得
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
我
々
は
も
ち
ろ
ん
、
我
々
の

文
学
論
に
お
い
て
パ
ト
ス
の
意
味
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
に
お
け
る
思
考
の
意
義
を
無
視
乃
至
蔑
視

し
よ
う
と
欲
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
ス
タ
イ
ル
の
問
題
に
し
て
も
思
考
と
い
う
こ
と
を
除
い
て
十
分
に
解

決
さ
れ
得
な
い
と
思
う
。
い
な
、
一
般
的
に
い
う
と
、
文
学
は
言
語
の
芸
術
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
特
に
思
考
が
そ
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文
学
に
於
け
る
世
代
の
問
題

れ
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
語
と
思
考
と
は
一
つ
の
も
の
と
見
ら
れ

得
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
思
考
と
い
っ
て
も
二
つ
の
も
の
が
、
即
ち
我
々
が
論
理
学
（
ロ
ジ
ッ
ク
）
的
思
考

及
び
修
辞
学
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）
的
思
考
と
呼
ん
で
区
別
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
前
者
が
い
わ
ば
ロ
ゴ
ス
的

な
思
考
で
あ
る
に
対
し
て
、
後
者
は
パ
ト
ス
と
結
び
附
い
た
、
従
っ
て
性
格
的
な
思
考
で
あ
る
。
ス
タ
イ
ル
は
か

か
る
修
辞
学
的
思
考
と
関
係
し
て
お
り
、
か
く
て
そ
れ
は
ま
た
世
代
と
も
関
聯
す
る
で
あ
ろ
う
。
世
代
に
は
世
代

の
思
考
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
文
学
的
世
代
の
統
一
は
何
よ
り
も
ス
タ
イ
ル
の
上
に
現
れ
る
。

か
く
し
て
我
々
は
世
代
の
問
題
が
文
学
の
問
題
に
と
っ
て
特
別
の
重
要
性
を
有
す
る
理
由
を
一
般
的
に
説
明
し

得
た
つ
も
り
で
あ
る
。
最
後
に
誤
解
の
生
じ
な
い
た
め
に
い
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
我
々
は
世
代
の
形
成
に
と
っ

て
客
観
的
社
会
的
諸
要
素
も
し
く
は
環
境
的
規
定
が
は
た
ら
く
と
い
う
事
実
を
認
め
な
い
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

反
対
で
あ
る
。
一
定
の
世
代
が
そ
の
い
わ
ゆ
る
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
を
如
何
な
る
程
度
に
お
い
て
実
現
す
る
か
は
客
観

的
諸
条
件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
世
代
も
具
体
的
な
歴
史
概
念
と
し
て
主
体
客
体
の
弁
証
法
的
統
一

か
ら
成
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
我
々
は
世
代
の
概
念
の
、
一
方
で
は
単
な
る
生
物
学
的
説
明

に
対
し
て
、
他
方
で
は
マ
ン
ハ
イ
ム
な
ど
の
よ
う
な
あ
ま
り
に
社
会
学
的
な
説
明
に
対
し
て
、＊

世
代
の
理
論
の
中

心
的
特
色
と
な
る
べ
き
も
の
を
若
干
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
数
多
く
見
出
さ
れ
る
浪
漫
主
義
的
・
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有
機
体
説
的
な
世
代
の
理
論
の
批
判
も
最
初
か
ら
我
々
の
議
論
の
範
囲
よ
り
除
外
さ
れ
て
い
た
。

＊	 K
arl M

annheim
, D

as Problem
 der G

eneration, K
ölner V

ierteljahrshefte für Soziologie,  1928. H
eft 2 u. 3.
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文
学
史
方
法
論

文
学
史
方
法
論	

【1934.7

】

一　
科
学
的
方
法

文
学
史
も
歴
史
の
一
つ
と
し
て
、
す
べ
て
の
歴
史
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
科
学
的
方
法
に
従
え
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
要
求
は
ま
こ
と
に
当
然
過
ぎ
る
ほ
ど
当
然
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
実
際
、
科
学

的
方
法
の
導
入
に
対
す
る
要
求
が
現
れ
る
と
共
に
近
代
に
お
け
る
文
学
史
研
究
は
一
つ
の
新
し
い
段
階
に
入
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
こ
の
点
か
ら
考
察
を
始
め
よ
う
と
思
う
。

文
学
史
に
お
け
る
科
学
的
方
法
と
い
う
と
き
、
何
よ
り
も
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
文
献
学
的
方
法

（Philologische M
ethode	

）
で
あ
る
。
文
学
史
は
完
全
に
文
献
学
的
科
学
で
あ
る
、
例
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
文
学

史
が
古
典
文
献
学
の
一
部
分
で
あ
る
如
く
、
近
代
ド
イ
ツ
文
学
史
は
ド
イ
ツ
文
献
学
の
一
部
分
領
域
で
あ
る
、
と

い
う
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
（	 W

ilhelm
 Scherer, 1841―

86 

）
及
び

そ
の
学
派
が
自
信
に
充
ち
て
精
力
的
に
唱
道
し
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
よ
り
数
十
年
前
ラ

ッ
ハ
マ
ン
（	 K

arl Lachm
ann, 1793―

1851 

）
な
ど
が
、
古
典
文
献
学
の
既
に
数
世
紀
こ
の
か
た
発
達
さ
せ
ら
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れ
た
厳
密
な
方
法
を
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ィ
ク
【G

erm
anistik

ド
イ
ツ
学
】
の
中
へ
導
入
し
た
如
く
、
今
や
近
代
文
学
史

も
そ
の
全
範
囲
に
亙
っ
て
全
く
厳
格
に
同
一
の
方
法
に
従
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
非
方
法
的
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
や
無
原
理
な
肆し

い意
が
支
配
し
て
い
た
こ
の
学
科
に
と
っ
て

一
つ
の
新
し
い
時
代
が
、
本
来
の
科
学
性
と
厳
密
な
方
法
的
研
究
の
時
代
が
始
ま
る
と
見
ら
れ
た
。
文
学
史
は
文

献
学
か
ら
独
立
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
部
分
領
域
と
し
て
そ
れ
に
接マ

マ属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に

し
て
古
代
文
献
学
の
方
法
論
に
倣
っ
て
、
近
代
文
学
史
に
お
い
て
も
テ
キ
ス
ト
の
批
評
と
解
釈
と
が
基
礎
的
な
活

動
と
し
て
研
究
の
中
心
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
に
形
式
的
及
び
内
容
的
の
二
方
面
の
仕
上

げ
が
附
け
加
わ
る
、
即
ち
、
一
方
で
は
言
語
上
の
研
究
、
文
体
や
韻
律
に
つ
い
て
の
研
究
、
他
方
で
は
作
品
の
成

立
史
、
作
者
、
資
料
、
素
材
並
び
に
主
題
の
歴
史
、
作
品
の
構
成
の
仕
方
、
タ
イ
プ
、
傾
向
、
模
範
、
影
響
、
改
作
、

同
時
代
の
人
々
の
間
に
お
け
る
受
け
容
れ
ら
れ
方
、
批
評
的
評
価
、
等
々
、
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
が
附
け
加

わ
る
。
文
献
学
的
方
法
の
種
々
な
る
種
類
が
こ
こ
に
お
い
て
も
古
典
文
献
学
に
お
い
て
有
す
る
と
同
様
の
技
術
的

な
確
実
性
と
厳
密
性
と
に
発
達
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
近
代
文
学
史
の
中
で
従
来
大
き

な
役
割
を
演
じ
て
い
た
哲
学
的
要
素
は
、
で
き
る
な
ら
ば
そ
こ
か
ら
全
く
放
逐
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
言
い
換
え
る

と
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
哲
学
的
な
考
察
の
仕
方
及
び
研
究
の
仕
方
は
多
か
れ
少
な
か
れ
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
的
で
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あ
る
と
看
做
さ
れ
る
。
哲
学
的
で
あ
っ
た
ル
ー
ド
ル
フ
・
ハ
イ
ム
（	 R

udolf H
aym

, 1821―
1901 

）、
フ
リ
ー

ト
リ
ヒ
・
テ
ー
オ
ド
ー
ル
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（	 Friedrich Theodor V

ischer, 1807―
87	

）、
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ

ッ
シ
ャ
ー
（	 K

uno Fischer,	1824

―1907	

）
等
の
業
績
の
価
値
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
な
い
に
し
て
も
、

新
し
い
研
究
者
に
と
っ
て
は
自
己
の
研
究
を
厳
密
に
文
献
学
的
な
正
確
さ
の
範
囲
に
制
限
す
る
こ
と
が
義
務
で
あ

る
と
せ
ら
れ
た
。
形
而
上
学
的
な
立
場
及
び
見
地
か
ら
出
立
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
ま
た
心
理
学
的
及

び
美
学
的
分
析
そ
の
も
の
も
、
疑
念
を
も
っ
て
見
ら
れ
、
全
然
排
斥
さ
れ
な
い
に
し
て
も
、
で
き
る
だ
け
背
後
に

押
し
込
め
ら
れ
た
。
近
代
文
学
史
は
哲
学
的
な
段
階
―
―
そ
れ
は
前
科
学
的
な
段
階
に
過
ぎ
な
い
と
せ
ら
れ
る
―

―
か
ら
、
本
来
の
科
学
的
な
段
階
即
ち
厳
密
に
文
献
学
的
な
段
階
に
高
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の

が
シ
ェ
ー
ラ
ー
及
び
そ
の
一
派
の
意
見
で
あ
っ
た
。

こ
の
最
後
の
見
解
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
及
び
そ
の
学
派
の
全
理
論
が
如
何
な
る
思
想
的
聯
関
の
中
か
ら
生
れ
た
も

の
で
あ
る
か
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
古
代
文
献
学
の
影
響
の
ほ
か
に
、
コ
ン
ト
（	 A

uguste C
om

te, 

1798―
1857	

）
の
実
証
哲
学
体
系
及
び
こ
れ
を
歴
史
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
歴
史
を
科
学
の
位
置
に
高

め
よ
う
」
と
す
る
企
図
―
―
そ
の
う
ち
バ
ッ
ク
ル
（	 H

enry Thom
as B

uckle, 1821―
62 

）
は
最
も
重
要
で
ま

た
最
も
影
響
が
大
き
か
っ
た
―
―
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
与
え
た
実
証
主
義
的
確
信
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
か
よ
う
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な
実
証
主
義
的
思
想
圏
か
ら
一
般
に
歴
史
を
、
特
殊
的
に
は
文
学
史
を
、
自
然
科
学
的
考
察
方
法
及
び
自
然
科
学

的
概
念
に
従
え
よ
う
と
い
う
努
力
が
出
て
来
た
。
詩
歌
の
発
展
を
も
因
果
的
に
制
約
さ
れ
た
一
種
の
自
然
過
程
と

し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
こ
の
努
力
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
詩
学
に
お
い
て
概
括
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
よ

う
に
、
自
然
科
学
的
な
法
則
の
概
念
を
文
学
史
に
お
い
て
も
妥
当
せ
し
め
よ
う
と
い
う
意
図
か
ら
、
極
め
て
大
胆

な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
建
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
史
的
状
態
及
び
発
展
の
反
覆
も
し
く
は
継
起
の
う
ち
に
規
則
性

を
示
そ
う
と
す
る
努
力
が
現
れ
た
。
文
学
史
的
事
実
の
美
学
的
解
釈
、
そ
し
て
特
に
心
理
学
的
解
釈
の
排
斥
も
、

同
じ
思
想
傾
向
に
属
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
固
有
な
意
味
に
お
け
る
心
理

学
的
説
明
を
自
然
科
学
か
ら
取
っ
て
来
ら
れ
た
機
械
的
な
因
果
概
念
の
た
め
に
で
き
る
限
り
除
き
去
り
、
心
理
学

的
制
約
を
生
物
学
的
或
は
社
会
学
的
制
約
に
折
り
曲
げ
よ
う
と
す
る
実
証
主
義
的
方
法
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
バ
ッ

ク
ル
や
テ
ー
ヌ
（ H

ippolyte Taine, 1828―
93 

）
が
こ
こ
で
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
先
駆
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
文
学
史
の
文
献
学
主
義
的
運
動
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
彼
の
精
力
的
な

活
動
、
と
り
わ
け
彼
の
非
凡
な
教
育
的
才
能
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
文
学
史
研
究
に
対
し
て
間
も
な
く
圧

倒
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
一
時
は
殆
ど
唯
一
の
支
配
的
な
勢
力
と
な
っ
た
。
近
代
文
学
史
の
こ
の
革
命
が
種
々
の

有
益
な
、
歓
迎
す
べ
き
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
先
ず
そ
れ
に
よ
っ
て
実
際
に
近
代
ド
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イ
ツ
文
学
史
と
ド
イ
ツ
文
学
の
古
い
時
代
に
関
す
る
科
学
並
び
に
言
語
学
と
の
間
の
有
機
的
な
聯
関
が
建
て
ら

れ
、或
は
一
層
密
接
に
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
決
定
的
な
進
歩
が
存
し
た
こ
と
は
特
に
言
う
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

既
に
以
前
か
ら
立
派
な
一
人
前
の
科
学
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ィ
ク
と
の
か
く
の
如
き
結
合
に

よ
っ
て
、
近
代
ド
イ
ツ
文
学
史
は
、
従
来
そ
れ
を
何
等
か
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
属
す
る
も
の
の
よ
う
に
考

え
て
い
た
人
々
の
間
に
お
い
て
も
、
科
学
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
大
学
に
お
い
て
も
、
従

来
多
く
は
哲
学
者
や
美
学
者
も
し
く
は
美
術
史
家
の
い
わ
ば
余
業
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
か
或
は
全
く
存
在
し
な
か

っ
た
と
こ
ろ
の
こ
の
学
科
が
、
今
や
専
門
的
に
訓
練
さ
れ
た
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
伴
っ
て
、
従
来
こ
の
領
域
に
蔓
延
し
て
い
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
決
定
的
に
押
し

退
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
見
え
た
。
更
に
上
述
の
方
法
的
見
地
の
適
用
に
よ
っ
て
多
く
の
新
し
い
問
題
、

新
し
い
刺
戟
が
生
じ
、
活
溌
な
研
究
活
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
就
中
テ
キ
ス
ト
批
評
の
領
域
に
お
い

て
、
個
々
の
作
品
の
成
立
史
、
資
料
や
主
題
や
タ
イ
プ
の
研
究
の
方
面
に
お
い
て
、
盛
ん
な
活
躍
が
行
わ
れ
た
。

か
よ
う
に
し
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
及
び
そ
の
一
統
が
近
代
文
学
史
の
堅
固
な
、
包
括
的
な
文
献
学
的
土
台
付
け
の

た
め
に
為
し
遂
げ
た
偉
大
な
功
績
は
何
人
も
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
文
学
史
的
研
究
に
と
っ
て
文

献
学
的
研
究
が
そ
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
如
何
な
る
疑
問
も
存
し
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
ま
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た
文
献
学
的
方
法
の
限
界
も
明
瞭
に
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
学
史
の
研
究
に
と
っ
て
文
献
学
的
方
法

は
基
礎
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
で
は
な
い
。
そ
の
限
界
を
考
え
る
こ
と
な
く
、
文
献
学
的
方
法
か
ら
「
文

献
学
主
義
」（	 Philologism

us	

）
と
い
う
も
の
が
生
ず
る
と
き
、
そ
の
弊
害
も
ま
た
大
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
の
取

扱
と
い
う
基
本
的
な
問
題
か
ら
よ
り
一
般
的
な
、
よ
り
深
い
問
題
に
進
む
に
従
っ
て
、
我
々
は
文
献
学
的
研
究
か

ら
離
れ
て
、
心
理
学
や
美
学
や
そ
の
他
の
諸
科
学
と
握
手
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
実
証
主
義
が
実
証
的
と
か

科
学
的
と
か
と
い
う
こ
と
を
標
榜
し
つ
つ
そ
の
本
質
に
お
い
て
甚
だ
「
哲
学
的
」
で
あ
り
、「
構
成
的
」
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
文
献
学
主
義
も
し
ば
し
ば
大
胆
な
構
成
に
終
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
平
行
的
観
察
及

び
対
立
的
観
察
と
い
う
二
つ
の
方
向
に
お
け
る
比
較
が
最
も
重
要
な
補
助
手
段
と
考
え
ら
れ
た
。
か
よ
う
な
比
較

の
特
殊
な
種
類
と
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
い
わ
ゆ
る
「
交
互
的
解
明
」（	 W

echselseitige Erhellung	

）
の
原
理
を

建
て
、こ
れ
に
よ
っ
て
、よ
り
よ
く
知
ら
れ
た
状
態
、関
係
或
は
発
展
過
程
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
、類
似
の
、

け
れ
ど
直
接
に
研
究
す
る
こ
と
が
十
分
に
で
き
な
い
現
象
に
光
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
る
に
か
く
の
如
く
つ

と
め
て
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
企
て
は
、
し
ば
し
ば
、
二
つ
の
問
題
の
現
象
を
で
き
る
だ
け
照
応
し

た
平
行
も
し
く
は
対
立
に
持
ち
来
た
そ
う
と
い
う
努
力
の
た
め
に
、
本
来
の
本
質
的
な
も
の
、
各
々
の
現
象
の
内

的
特
殊
性
を
見
違
え
た
り
、
或
は
暴
力
的
に
型
に
嵌
め
込
ん
だ
り
す
る
と
い
う
結
果
に
な
り
易
い
。
一
つ
の
現
象
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が
極
め
て
僅
か
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
で
、
他
の
現
象
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
場
合
に
は
、
主
観
的
な
解
釈
と
肆
意
的
な
仮
説
と
が
入
り
得
る
余
地
は
甚
だ
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
に

か
よ
う
な
方
法
の
立
っ
て
い
る
原
理
的
な
前
提
は
、
歴
史
的
生
活
の
う
ち
に
も
自
然
の
出
来
事
の
う
ち
に
お
け
る

と
類
似
の
同
一
性
及
び
規
則
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
従
っ
て
類
似
の
方
法
に
よ
っ
て
類
似
の
概
念
及
び
法
則

性
が
構
成
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
ひ
と
つ
の
実
証
主
義
的
な
仮
説
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
道
に
よ
っ
て
シ

ェ
ー
ラ
ー
が
如
何
に
奇
態
な
仮
説
、
哲
学
的
な
文
学
史
家
の
何
等
か
の
形
而
上
学
的
構
成
に
比
し
て
毫
末
も
よ
り

科
学
的
と
は
い
い
得
な
い
構
成
に
達
し
た
か
は
、
例
え
ば
彼
の
述
べ
た
ド
イ
ツ
文
学
史
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
男
性

的
時
代
と
女
性
的
時
代
と
の
規
則
的
な
交
替
に
関
す
る
理
論
を
唯
一
つ
想
い
起
し
て
み
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、文
学
史
の
「
科
学
性
」
の
問
題
を
刺
戟
し
た
も
の
と
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、

実
証
主
義
と
文
献
学
と
の
二
つ
で
あ
る
。「
歴
史
を
科
学
の
位
置
に
高
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
実
証
主
義
の
洗

礼
を
受
け
た
学
者
の
重
要
な
目
標
で
あ
っ
た
。バ
ッ
ク
ル
や
テ
ー
ヌ
な
ど
の
努
力
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
実
証
主
義
的
な
文
学
史
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
そ
れ
に
し
て
も
、
或
は
テ
ー
ヌ
の
そ
れ
に
し
て
も
、
み
ず

か
ら
一
種
の
哲
学
的
な
構
成
に
終
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
実
証
主
義
と
い
う
も
の
が
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
哲
学
、

ひ
と
つ
の
形
而
上
学
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
何
等
奇
異
と
す
る
に
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
文
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学
史
に
お
い
て
哲
学
的
構
成
を
排
し
て
純
粋
に
科
学
的
方
法
に
依
ろ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
よ
う
な
主
義
と
し
て

の
「
実
証
主
義
」
を
斥
け
て
そ
の
「
実
証
的
精
神
」
の
み
を
、
或
は
そ
の
よ
う
な
自
然
科
学
主
義
を
棄
て
て
自
然

科
学
の
精
神
の
み
を
文
学
史
的
研
究
の
う
ち
に
活
か
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
自
然
科
学
の
対
象
と
文
学
史
の
対
象
と
は
そ
の
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
文
学
史
は
自
然
科
学
の

方
法
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
活
か
さ
る
べ
き
も
の
は
自
然
科
学
の
精
神
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

「
ラ
ン
ソ
ン
的
方
法
」
の
提
唱
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
文
学
史
の
研
究
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
ラ
ン
ソ

ン
（	 G

ustave Lanson, 1857―
1934 

）
の
考
え
方
は
根
本
に
お
い
て
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

ラ
ン
ソ
ン
も
文
学
史
の
研
究
が
科
学
的
に
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
科
学
的
と

は
如
何
な
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
ン
ソ
ン
に
依
れ
ば
、
こ
の
科
学
的
と
い
う
語
は
よ
く
濫
用
さ
れ
て

い
る
、
そ
し
て
化
学
者
や
物
理
学
者
や
博
物
学
者
の
偉
大
な
発
見
に
誘
わ
れ
て
間
違
っ
た
道
に
滑
り
落
ち
た
の

は
、
文
学
史
家
の
う
ち
ま
さ
に
最
も
強
固
な
頭
脳
の
所
有
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
即
ち
テ
ー
ヌ
と
ブ
リ
ュ
ヌ
テ
ィ
エ

ー
ル
（	 Ferdinand B

runetière, 1849―
1906 

）
と
が
そ
の
模
範
的
な
場
合
で
あ
る
。
自
然
科
学
の
法
則
を
使
用

し
そ
の
方
法
を
真
似
よ
う
と
し
た
彼
等
の
方
針
が
如
何
に
文
学
史
を
崎
形
に
し
改
悪
し
た
か
は
、
経
験
の
教
え
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
我
々
が
実
際
に
彼
等
に
負
う
あ
ら
ゆ
る
真
理
も
、
彼
等
が
我
々
に
遺
し
た
豊
穣
に
し
て
示
唆
的
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文
学
史
方
法
論

で
あ
る
偉
大
な
見
地
も
、
科
学
的
で
あ
る
と
称
す
る
彼
等
の
自
負
の
誤
謬
と
失
敗
と
に
よ
っ
て
彼
等
が
我
々
に
与

え
た
教
訓
の
価
値
に
は
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。
平
凡
な
人
間
の
書
物
は
教
訓
を
含
ま
な
い
、
し
か
る
に
偉
大
な
人

間
の
墜
落
は
我
々
に
絶
壁
が
何
処
に
あ
る
か
を
教
え
る
、
誰
が
テ
ー
ヌ
や
ブ
リ
ュ
ヌ
テ
ィ
エ
ー
ル
の
滑
り
落
ち
た

処
を
確
か
に
歩
み
得
る
と
自
惚
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
教
訓
の
我
々
に
示
す
こ
と
は
、
如
何
な
る
科
学
も
他
の

科
学
の
庇
護
に
よ
っ
て
建
設
さ
る
べ
き
で
な
く
、
科
学
の
進
歩
は
寧
ろ
諸
科
学
相
互
の
独
立
に
懸
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
文
学
史
が
科
学
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
何
よ
り
も
他
の
科
学
の
構
造
を
模
倣
す
る
の

を
断
念
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
験
室
の
科
学
に
と
っ
て
現
実
的
で
あ
る
す
べ
て
の
方
法

も
、
文
学
史
に
と
っ
て
は
比
喩
的
な
も
し
く
は
理
想
的
な
意
味
の
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
詩
的
天
才
の
分
析

と
砂
糖
の
分
析
と
は
そ
の
名
前
の
ほ
か
何
等
共
通
の
も
の
を
有
し
な
い
。
模
倣
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
文
学
上
の

ジ
ャ
ン
ル
と
生
殖
に
よ
っ
て
存
続
す
る
生
物
の
種
と
を
同
一
に
見
る
と
い
う
こ
と
は
純
粋
に
名
目
的
意
味
の
も
の

で
あ
る
。
自
然
科
学
に
お
い
て「
方
法
」で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
も
、こ
れ
を
文
学
史
の
領
域
へ
移
入
す
る
な
ら
ば
、

「
体
系
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
ラ
ン
ソ
ン
に
依
れ
ば
、
文
学
史
が
自
然
科
学
か
ら
取
り
入
れ
る
べ
き
唯

一
の
も
の
は
、フ
レ
デ
リ
ク
・
ロ
ー
（	 Frédéric R

auh,	1861
―1909	

）
の
い
っ
た
よ
う
に
、そ
の
精
神
で
あ
る
。

こ
の
人
は
感
情
の
心
理
学
の
方
法
に
関
す
る
彼
の
独
創
的
な
研
究
を
次
の
如
き
言
葉
を
も
っ
て
始
め
た
、「
我
々
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に
は
、
精
神
の
現
在
の
不
安
に
お
い
て
、
如
何
な
る
形
式
の
も
と
に
科
学
の
観
念
が
心
理
学
的
或
は
倫
理
学
的

問
題
に
適
用
さ
れ
得
る
か
を
規
定
す
る
こ
と
が
根
本
的
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
こ

の
問
題
に
関
し
て
科
学
的
態
度
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
更
に
そ
れ
以
上
に
、
科
学
の
観
念

は
、
我
々
に
従
え
ば
、
思
想
及
び
人
間
の
行
為
を
組
織
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
科
学
か
ら
借
り
て

来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
か
れ
や
こ
れ
の
手
続
で
は
な
い
、
そ
れ
は
そ
の
精
神
で
あ
る
。
我
々
に
は
、
実
に
、
科

学
一
般
が
あ
る
の
で
な
く
、
普
遍
的
な
方
法
が
あ
る
の
で
も
な
く
、
た
だ
普
遍
的
な
科
学
的
態
度
と
い
う
も
の
が

存
在
す
る
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
の
共
通
な
精
神
状
態
が
同
様
に
科
学
的
な
精
神
の
種
々
な
る
研
究
に
お

い
て
ま
さ
に
反
対
の
方
法
に
導
い
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ひ
と
は
永
い
間
或
る
一
定
の
科
学
の
方

法
を
、
そ
れ
が
正
確
な
結
果
に
導
い
た
と
い
う
理
由
で
、
科
学
的
精
神
そ
の
も
の
と
混
同
し
て
来
た
。
外
的
世
界

に
関
す
る
科
学
が
こ
の
よ
う
に
し
て
科
学
の
唯
一
の
タ
イ
プ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
物
理
科
学
と

精
神
科
学
と
の
統
一
と
い
う
こ
と
は
要
請
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。」
在
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
者
に
と
っ
て
共
通

な
自
然
に
対
す
る
精
神
の
一
個
の
態
度
で
あ
る
。
我
々
が
文
学
史
の
研
究
に
取
り
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
の
よ
う
な

態
度
と
い
う
の
は
、
利
害
を
離
れ
た
知
的
関
心
、
仮
借
す
る
こ
と
な
き
誠
実
、
勤
勉
な
る
忍
耐
心
、
事
実
に
対
す

る
服
従
、
自
他
の
区
別
な
く
容
易
に
信
ぜ
ざ
る
態
度
、
批
評
と
吟
味
と
検
証
の
絶
え
ざ
る
要
求
で
あ
る
。
か
よ
う
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に
し
て
ラ
ン
ソ
ン
は
、
文
学
史
と
自
然
科
学
と
の
関
係
に
お
い
て
テ
ー
ヌ
な
ど
の
如
き
態
度
を
排
斥
し
て
、
サ
ン

ト
・
ブ
ー
ヴ
（	 Sainte-B

euve, 1804―
69 

）
の
慎
重
を
愛
し
そ
し
て
真
似
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、と
い
う
。
サ
ン
ト
・

ブ
ー
ヴ
は
科
学
の
味
を
識
っ
て
い
た
し
、
事
実
と
は
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
た
。
彼
は
十
八
世
紀
、
あ
の
よ
う

に
間
違
っ
て
、
あ
の
よ
う
に
不
合
理
に
も
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
騙
さ
れ
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
奴
隷
で
あ
る
か
の
よ

う
に
見
ら
れ
た
こ
の
十
八
世
紀
と
い
う
大
き
な
学
校
で
修
業
し
た
。
彼
は
精
神
の
自
然
史
を
作
る
こ
と
、
精
神
を

族
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
こ
の
一
般
的
な
同
化
以
上
の
何
物
を
も
科
学
か

ら
借
り
て
来
な
か
っ
た
、
言
い
換
え
る
と
、
彼
は
現
実
の
観
察
に
よ
っ
て
真
理
に
至
る
こ
と
、
そ
し
て
た
だ
事
実

の
命
令
す
る
よ
う
な
一
般
化
の
み
を
為
す
こ
と
を
欲
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
決
し
て
彼
の
為
す
こ
と
が
ラ
マ
ル
ク

（Jean B
aptiste de M

onet de Lam
arck, 1744―

1829 

）
等
の
自
然
科
学
者
の
為
し
た
こ
と
に
類
似
し
て
い
る
か

ど
う
か
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
ラ
ン
ソ
ン
は
自
己
の
方
法
が
特
に
古
代
並
び
に
中
世
文
献
学
の
系
統
に
属
す

る
と
称
し
て
い
る
。
彼
は
ガ
ス
ト
ン
・
パ
リ
ス
（	 G

aston Paris,	1839

―1903	

）
を
師
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
。
ガ
ス
ト
ン
・
パ
リ
ス
は
ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
（	 C

laude B
ernard, 1813―

78 

）
の
真
似
を
し
た
の

で
も
な
け
れ
ば
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
（	 C

harles R
obert D

arw
in, 1809―

82		

）
の
真
似
を
し
た
の
で
も
な
い
、
彼
は
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文
献
学
的
問
題
を
文
献
学
的
方
法
に
よ
っ
て
取
扱
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
の
著
作
ほ
ど
科
学
的
精
神
に
滲
透

さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
こ
の
方
法
は
ま
た
ガ
ス
ト
ン
・
ポ
ワ
シ
エ
（	 G

aston B
oissier, 1823―

1908

）
が

ラ
テ
ン
文
学
を
研
究
し
、
ク
ロ
ワ
ゼ
兄
弟
（	 A

lfred 1845―
1923 et M

aurice 1846―
1935 C

roiset	

）
が
ギ
リ

シ
ア
文
学
史
を
研
究
し
た
方
法
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
卓
越
せ
る
文
献
学
者
の
文
献
学
的
方
法
こ
そ
近
代
フ
ラ
ン

ス
文
学
の
研
究
の
う
ち
に
も
拡
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
ラ
ン
ソ
ン
の
方
法
も
根
本
に
お
い
て

文
献
学
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
こ
の
方
法
の
要
点
を
知
る
た
め
に
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
記
し

て
み
よ
う
。

ラ
ン
ソ
ン
に
依
れ
ば
、
研
究
に
お
け
る
主
な
る
仕
事
は
、
文
学
的
諸
作
品
を
知
り
、
そ
れ
ら
を
比
較
し
て
個
人

的
な
も
の
と
集
団
的
な
も
の
と
を
区
別
し
、
独
創
的
な
も
の
と
伝
統
的
な
も
の
と
を
識
別
し
、
各
様
式
、
各
流

派
、
各
運
動
毎
に
類
聚
せ
し
め
、
こ
れ
ら
の
類
と
そ
の
国
の
知
的
、
道
徳
的
、
社
会
的
生
活
と
の
関
係
、
更
に
進

ん
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
そ
の
も
の
の
発
展
或
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
発
展
と
の
関
係
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
先
ず
何
よ
り
も
作
品
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
作
品
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
第
一
に
そ
の
存
在
を
知
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
、
書
籍
学
の
知
識
が
我
々
の
研
究
資
料
で
あ
る
作
品
を
教
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
作
品
を
知
る
と

い
う
こ
と
は
第
二
に
我
々
の
対
象
で
あ
る
作
品
に
対
し
一
定
の
疑
問
を
発
し
、
我
々
の
印
象
と
観
念
と
に
一
聯
の
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操
作
を
加
え
て
、
こ
れ
を
変
化
し
正
確
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
、
一
、
―
―
作
品
は
真
正
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
。
も
し
真
正
で
な
い
と
す
れ
ば
、
誤
り
伝
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
全
く
の
偽
作
で
あ
る
か
。

二
、
―
―
作
品
は
純
粋
で
あ
り
完
全
で
あ
る
か
否
か
。
改
竄
や
毀
損
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
二
種
の
事
柄
は
す
べ

て
の
遺
稿
に
つ
い
て
厳
重
に
検
査
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
殊
に
第
二
の
疑
問
は
我
々
が
著
者
自
身
の
原
版
本

に
拠
ら
ず
、
近
世
の
複
刻
本
を
使
用
す
る
際
に
は
必
ず
提
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

三
、
―
―
作
品
の
制
作
年
代
は
何
時
で
あ
る
か
。
単
に
出
版
の
年
月
の
み
で
な
く
、
創
作
の
年
月
も
問
題
で
あ

る
。
全
体
の
完
成
の
年
月
の
み
で
な
く
、
各
部
分
部
分
の
そ
れ
も
問
題
で
あ
る
。

四
、
―
―
作
品
は
著
者
出
版
の
第
一
版
以
後
最
終
版
に
至
る
間
に
如
何
な
る
修
正
を
受
け
て
い
る
か
。
そ
の
訂

正
変
化
の
う
ち
に
如
何
な
る
思
想
と
趣
味
と
の
進
化
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
か
。

五
、
―
―
作
品
は
そ
の
最
初
の
素
描
か
ら
第
一
版
に
仕
上
げ
ら
れ
る
に
至
る
ま
で
の
間
に
如
何
に
変
更
さ
れ
て

い
る
か
。
下
書
き
や
素
描
が
保
存
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
如
何
な
る
趣
味
と
、
如
何
な
る
芸
術

上
の
主
義
と
、
如
何
な
る
精
神
の
は
た
ら
き
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
か
。

次
に
、
六
、
―
―
作
品
の
文
字
上
の
意
味
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
葉
と
語
調
と
の
意
味
を
言
語
史
と
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文
法
と
史
的
文
章
法
論
と
に
よ
っ
て
確
定
す
る
。
各
章
句
の
意
味
を
、
隠
密
の
関
係
と
歴
史
的
諷
刺
と
伝
記
的
暗

示
と
の
闡せ
ん
め
い明
に
よ
っ
て
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
七
、
―
―
作
品
の
文
学
的
意
義
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え
る
と
作
品
の
知
的
、
感
情
的
、

芸
術
的
価
値
を
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
言
語
の
個
人
的
な
用
法
と
一
時
代
に
共
通
な
用
法
と
を
区
別
し
、
ま
た
個

人
的
な
意
識
状
態
と
社
会
的
な
感
覚
の
仕
方
或
は
思
考
の
仕
方
と
を
区
別
す
る
。
著
者
の
知
的
生
活
の
土
台
を
な

し
て
い
な
が
ら
表
現
す
る
必
要
の
な
か
っ
た
道
徳
的
、
社
会
的
、
哲
学
的
、
宗
教
的
の
表
象
及
び
概
念
を
思
想
の

論
理
的
な
一
般
的
な
表
現
の
も
と
に
識
別
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
の
も
の
は
そ
の
当
時
に
あ
っ
て
は
表
現
し
な

く
と
も
十
分
に
了
解
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
了
解
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
我
々

は
た
だ
一
個
の
抑
揚
や
語
調
の
う
ち
に
も
作
品
の
表
面
の
意
味
を
訂
正
し
、
豊
富
に
し
、
時
と
し
て
は
否
定
し
さ

え
す
る
と
こ
ろ
の
隠
れ
た
る
深
奥
な
意
向
を
捉
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
が
我
々
の
主
観
的
な
感
情
や
趣

味
を
活
用
す
べ
き
は
特
に
こ
の
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
我
々
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
（	 M

ichel de	
M

ontaigne,	1533

―92	

）
や
ヴ
ィ
ニ
ー
（	 A

lfred de V
igny, 1797―

1863	

）
を
描
く
と
い
う
口
実
の
も
と
に

自
分
自
身
を
語
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
始
終
疑
い
の
眼
を
も
っ
て
査
閲
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
ぬ
。
文
学
作
品
は
先
ず
そ
の
誕
生
の
年
代
に
配
置
し
、
こ
れ
と
時
代
と
著
者
と
を
相
関
係
せ
し
め
て
知
る
べ
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き
で
あ
る
。
即
ち
文
学
史
は
歴
史
的
に
取
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
は
自
明
の
理
で
あ
る
け
れ
ど
も
決

し
て
平
凡
な
こ
と
と
は
い
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

八
、
―
―
作
品
は
如
何
に
し
て
創
作
さ
れ
た
か
。
如
何
な
る
状
態
に
対
す
る
如
何
な
る
素
質
か
ら
の
反
応
と
し

て
作
ら
れ
た
か
。
こ
れ
を
物
語
る
の
は
作
者
の
伝
記
で
あ
る
。
作
品
は
如
何
な
る
題
材
を
用
い
て
い
る
か
。
こ
れ

を
教
え
る
も
の
は
出
所
典
拠
の
探
索
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
の
言
葉
を
広
い
意
味
に
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ

れ
は
例
え
ば
単
に
明
白
な
模
倣
と
拙
劣
な
剽
窃
と
を
指
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
言
語
上
文
章
上
の
伝
統
の
あ
ら
ゆ
る

痕
跡
を
も
そ
の
う
ち
に
含
ま
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
こ
の
方
向
に
徹
底
さ
せ
て
、
我
々
の
知
覚
し
得
る
暗
示
と
示

唆
の
最
大
の
限
度
に
ま
で
及
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。

九
、
―
―
作
品
の
成
功
程
度
は
如
何
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
影
響
は
如
何
で
あ
っ
た
か
。
影
響
は
必
ず
し
も
成
功

と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
文
学
上
の
影
響
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
前
述
の
源
泉
探
索
の
方
法
を
逆
に
用
い

れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
社
会
上
の
影
響
を
調
べ
る
こ
と
は
更
に
重
要
で
あ
り
、
ま
た
格
別
に
困
難
で
あ
る
。
し

か
し
版
本
の
種
類
と
版
数
と
の
目
録
は
、
そ
の
書
物
の
伝
播
の
状
態
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
出
版
元
に
就
い

て
そ
の
出
発
点
に
お
け
る
状
態
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
個
人
の
蔵
書
目
録
や
死
後
発
表
さ
れ
る
財
産

目
録
や
読
書
室
の
目
録
等
は
、
そ
の
到
着
点
に
お
け
る
有
様
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
に
よ
っ
て
如
何
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な
る
人
々
が
、
少
な
く
と
も
如
何
な
る
階
級
の
人
々
が
そ
の
伝
播
流
布
の
圏
に
触
れ
て
い
る
か
、
ま
た
如
何
な
る

地
方
が
そ
の
圏
内
に
入
っ
て
い
る
か
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
新
聞
紙
上
の
批
評
や
個
人
の
通
信
や
手
記

は
も
ち
ろ
ん
、
時
に
は
読
者
の
書
入
れ
や
立
法
上
の
論
議
や
新
聞
の
論
戦
や
裁
判
事
件
で
さ
え
も
が
、
そ
の
書
物

が
如
何
な
る
態
度
で
読
ま
れ
た
か
、
ま
た
如
何
な
る
沈
澱
物
を
読
者
の
脳
裏
に
残
し
た
か
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
如
き
が
ラ
ン
ソ
ン
的
方
法
の
基
礎
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
古
代
並
び
に
中
世
文
献
学
に
お
い
て
以

前
か
ら
発
達
さ
せ
ら
れ
て
い
た
方
法
の
継
続
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
ラ
ン
ソ
ン
に
依
れ
ば
、
以
上
の
如
き

が
文
学
作
品
に
関
し
て
正
確
完
全
な
知
識
を
抽
出
す
る
た
め
の
最
も
基
礎
的
な
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
を
先
ず

同
じ
作
者
の
他
の
作
品
に
つ
い
て
反
覆
し
、
更
に
別
の
作
者
の
作
品
に
も
及
ぼ
す
。
次
に
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
内

容
上
及
び
形
式
上
の
類
似
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
群
に
取
纏
め
る
。
か
く
し
て
後
我
々
は
形
式
上
の
連
鎖
を

辿
っ
て
様
式
の
歴
史
を
、
思
想
と
感
情
と
の
上
に
お
け
る
関
係
を
追
う
て
知
的
道
徳
的
思
潮
史
を
、
な
お
各
種
の

軽
妙
風
流
な
る
作
品
に
共
通
な
技
巧
と
色
彩
と
を
捉
え
て
時
代
風
尚
史
を
編
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
三
種
の
歴
史
を
編
む
に
際
し
て
、
ラ
ン
ソ
ン
の
意
見
に
依
れ
ば
、
も
し
我
々
が
そ
の
材
料
を
甚
だ
広
く
、
い
な
、

で
き
る
限
り
広
く
取
ら
な
い
な
ら
ば
、
即
ち
低
級
な
作
品
や
既
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
作
品
を
も
採
ら
な
い
な

ら
ば
、
そ
の
正
確
は
期
し
難
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
作
品
こ
そ
す
べ
て
の
傑
作
を
囲
繞
し
て
そ
の
出
現
を
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準
備
し
、
或
は
そ
れ
を
素
描
し
、
注
釈
し
、
橋
渡
し
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
起
原
と
影
響
と
を
闡
明
す
る
も

の
で
さ
え
あ
る
。
天
才
も
つ
ね
に
そ
の
時
代
に
属
す
る
。
し
か
し
固
よ
り
彼
は
他
面
ま
た
つ
ね
に
時
代
を
超
越
し

て
い
る
。
た
だ
凡
庸
の
徒
は
全
面
目
を
そ
の
時
代
の
う
ち
に
没
し
、
つ
ね
に
環
境
の
温
度
と
一
致
し
、
つ
ね
に
公

衆
の
水
準
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
一
時
代
に
生
れ
そ
し
て
死
滅
し
去
っ
た
作
品
は
、
大
作
家
の
独
自
的
な

或
は
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
独
創
性
を
框
附
け
し
決
定
す
る
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
り
、
ま
た
一

流
派
の
美
的
平
均
値
、
一
様
式
の
通
有
的
技
巧
、
一
定
種
類
の
文
学
に
共
通
な
一
定
の
目
的
と
慣
用
手
段
な
ど
の

決
定
に
と
っ
て
も
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

十
九
世
紀
末
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
状
態
に
遡
る
な
ら
ば
、
一
方
、
纎
細
な
も
し
く
は
強
力
な
気
質
を
有
す
る

者
は
過
去
の
大
作
家
に
対
す
る
彼
等
の
感
情
反
応
の
結
果
を
ぶ
ち
ま
け
て
美
的
批
評
を
な
し
、
他
方
、
哲
学
的
精

神
を
有
す
る
者
は
ジ
ャ
ン
ル
の
法
則
に
関
す
る
も
の
に
せ
よ
、
作
品
と
そ
の
原
因
と
の
間
の
関
係
に
関
す
る
も
の

に
せ
よ
、
自
己
の
理
論
を
、
そ
れ
ら
の
作
家
の
作
品
を
も
っ
て
証
明
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
し
か
し
ル
メ
ー
ト
ル

（Jules Lem
aître, 1858―

1914	

）
に
し
て
も
、
テ
ー
ヌ
や
ブ
リ
ュ
ヌ
テ
ィ
エ
ー
ル
に
し
て
も
、
共
に
等
し
く
本

来
の
歴
史
的
精
神
を
欠
い
て
い
た
。
前
者
は
作
品
に
お
い
て
孤
立
し
た
対
象
し
か
見
な
か
っ
た
、
後
者
は
自
己
の

理
論
―
―
テ
ー
ヌ
の
ミ
リ
ュ
ウ
説
【le m

ilieu

】、
ブ
リ
ュ
ヌ
テ
ィ
エ
ー
ル
の
ジ
ャ
ン
ル
の
生
物
学
的
進
化
の
法
則
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―
―
の
証
明
の
要
素
し
か
見
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
承
け
て
、
ラ
ン
ソ
ン
は
サ
ン
ト
・
ブ
ー
ヴ
に
次
い

で
、
本
来
の
文
学
史
の
創
造
者
と
な
っ
た
。
彼
の
方
法
は
歴
史
的
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
作
品
に
お
い
て

因
果
の
原
理
に
よ
っ
て
説
明
し
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
説
明
す
る
こ
と
、
作
家
が
彼
の
時
代
、
彼
の
先
行
者
、
彼

の
生
活
、
彼
の
読
書
に
負
う
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
も
の
を
取
出
し
て
、
一
々
忠
実
に
記
載
し
、
分
類
し
て
、
で
き

る
限
り
完
全
な
原
因
の
総
和
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
ン
ソ
ン
の
方
法
は
爾
来
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
学
風
を
形

作
り
、
延
い
て
は
文
学
史
の
フ
ラ
ン
ス
的
方
法
論
の
典
型
の
如
く
に
な
る
に
至
っ
た
。
彼
の
弟
子
た
ち
の
勤
勉
に

よ
っ
て
綿
密
詳
細
な
研
究
が
行
わ
れ
、
作
家
の
読
書
目
録
や
旅
行
日
程
は
調
べ
上
げ
ら
れ
、
生
活
の
諸
事
件
は
明

る
み
に
お
か
れ
、
作
品
の
原
型
は
遠
い
過
去
の
作
品
の
う
ち
か
ら
手
繰
り
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
業
績
は
殆
ど
完

璧
に
近
い
も
の
と
な
っ
た
が
、
同
時
に
そ
こ
に
或
る
根
本
的
な
欠
陥
の
存
す
る
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
方
法
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
実
行
さ
れ
た
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
た
だ
い
わ
ば
作
品
の
周
囲
を
明
ら
か

に
し
た
だ
け
で
、
作
品
そ
の
も
の
の
核
心
に
突
き
入
る
こ
と
を
し
な
い
。
歴
史
的
方
法
に
対
す
る
非
難
は
主
と
し

て
こ
の
点
に
向
け
ら
れ
る
。
文
学
に
志
す
青
年
や
一
般
の
文
学
愛
好
者
の
不
満
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。
彼
等
は
作
家

が
何
時
何
処
へ
旅
行
し
た
か
を
知
る
こ
と
よ
り
も
作
品
の
味
わ
い
方
や
ま
た
は
大
胆
な
批
評
を
要
求
し
た
。
ひ
と

り
ア
カ
デ
ミ
ー
の
外
部
に
お
い
て
の
み
で
は
な
い
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
埒
内
に
お
い
て
も
ラ
ン
ソ
ン
的
方
法
、
ソ
ル
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ボ
ン
ヌ
の
学
風
に
対
し
て
非
難
の
声
が
起
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
不
満
や
非
難
の
う
ち
に
言
い
現
さ
れ
て

い
る
の
は
、
要
す
る
に
文
学
史
に
お
け
る
歴
史
的
方
法
乃
至
文
献
学
的
方
法
の
限
界
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
重
要
な
問
題
が
、学
問
的
な
形
で
討
論
さ
れ
た
注
目
す
べ
き
事
件
と
し
て
、ア
メ
リ
カ
の「
ロ
ー
マ
ニ
ッ
ク
・

レ
ヴ
ュ
ー
」（	 R

om
anic R

eview	

）誌
上
に
お
け
る
前
後
四
年
に
亙
る
有
名
な
学
者
た
ち
の
論
争
が
挙
げ
ら
れ
る
。

事
件
は
一
九
二
六
年
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
ス
ピ
ン
ガ
ー
ン
（	 Joel Elias Spingarn, 1875―

【1939

】	

）
教
授
が
、

ラ
ン
ソ
ン
的
方
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
一
著
作
に
対
し
て
行
っ
た
批
評
に
始
ま
る
。
ス
ピ
ン
ガ
ー
ン
は
、
材
料
の

蒐
集
が
歴
史
で
な
く
、
歴
史
は
材
料
を
統
一
す
る
仮
説
乃
至
哲
学
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
論
じ
た
。
歴
史
家
は

彼
が
読
ん
だ
す
べ
て
の
書
物
か
ら
の
長
い
抜
書
き
を
な
し
、こ
の
抜
書
き
を
時
間
的
順
序
に
従
っ
て
分
類
し
、時
々

そ
の
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
若
干
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
な
注
釈
を
加
え
る
と
い
う
風
に
彼
等
が
蒐
集
し
た
材
料
を
利

用
す
る
こ
と
を
も
っ
て
満
足
し
て
は
な
ら
ぬ
。
彼
は
た
だ
分
類
さ
れ
た
事
実
の
ス
ト
ッ
ク
を
読
者
に
提
供
す
る
こ

と
に
満
足
し
て
、
そ
れ
を
証
明
さ
る
べ
き
仮
説
の
た
め
に
少
し
も
利
用
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
思
想
的
に
少
し

も
再
考
し
も
せ
ず
、
同
化
し
も
せ
ず
、
そ
れ
か
ら
一
般
的
な
考
察
を
引
出
し
も
し
な
い
で
、
徒
ら
に
書
物
の
分
量

を
厖
大
な
も
の
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
批
評
に
刺
戟
さ
れ
て
、
ラ
ン
ソ

ン
の
直
系
に
属
す
る
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
教
授
モ
ル
ネ
（	 D

aniel M
ornet, 1878―

【1954

】	

）
は
、
哲
学
や
仮
説
は
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第
二
の
問
題
で
あ
っ
て
、
学
者
の
本
分
は
先
ず
何
よ
り
も
材
料
の
検
討
に
全
力
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
、
と
応
酬
し

た
。
な
る
ほ
ど
文
学
の
哲
学
が
存
在
す
る
の
は
好
い
こ
と
で
あ
ろ
う
、
ひ
と
は
哲
学
的
研
究
で
は
才
能
や
天
才
を

示
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
如
何
に
事
物
が
経
過
し
た
か
を
正
確
に
述
べ
る
こ
と
に
の
み
努

め
る
と
こ
ろ
の
厳
密
に
歴
史
的
な
研
究
が
存
在
す
る
の
も
好
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
危
険
な
の
は
、
虚
偽
が

つ
ね
に
真
理
と
混
じ
て
い
る
よ
う
な
不
完
全
な
、
概
括
的
な
歴
史
に
よ
っ
て
、
哲
学
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
こ

と
で
あ
る
。
或
は
性
急
な
歴
史
的
研
究
を
「
イ
デ
ー
」
に
よ
っ
て
、
哲
学
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
の
は

危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
モ
ル
ネ
の
論
文
に
誘
わ
れ
て
、
ク
レ
ル
モ
ン
・
フ
ェ
ラ
ン
の
大
学
の
教
授
ベ
ル
ナ
ー
ル
・

フ
ァ
イ
（	 B

ernard Faÿ, 1893―
【1978

】	

）
は
次
の
如
き
見
解
を
述
べ
た
。
そ
の
名
に
値
す
る
文
学
的
研
究
は

何
よ
り
も
「
美
」
を
探
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
科
学
的
に
真
な
る
も
の
、
正
銘
な
る
も
の
、
或
は
社
会
的
に
成
功
し

た
も
の
の
追
求
に
終
始
す
べ
き
で
は
な
い
。
文
学
の
学
生
や
教
授
に
お
い
て
発
達
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
能
力
は

美
的
、
心
理
的
及
び
技
術
的
能
力
で
あ
る
。
大
学
で
教
え
ら
る
べ
き
こ
と
は
、
言
語
の
論
理
（
語
彙
及
び
文
法
、

そ
の
能
力
と
限
界
）、
言
語
の
美
学
（
音
、
リ
ズ
ム
、
観
念
の
、
感
情
の
、
用
語
の
連
絡
）、
ス
タ
イ
ル
及
び
ジ
ャ

ン
ル
の
美
学
（
そ
の
特
質
、そ
の
能
力
、そ
の
進
化
）、思
想
及
び
感
情
の
美
学
（
種
々
な
る
文
学
、と
り
わ
け
我
々

の
文
明
及
び
我
々
の
時
代
の
文
学
に
お
け
る
美
及
び
文
学
的
快
楽
の
種
々
な
る
観
念
、知
覚
及
び
表
現
）
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
モ
ル
ネ
は
、
い
か
に
も
美
学
的
方
法
は
重
要
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
文
学
史
家
は
そ
の
先

決
条
件
と
し
て
、
或
る
作
家
、
或
る
作
品
の
境
遇
の
真
相
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
作

品
の
理
解
に
と
っ
て
絶
対
に
必
要
で
あ
る
、
と
答
え
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ラ
ン
ソ
ン
的
歴
史
的
方
法
が
す
べ
て
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
右
の
論
争
か
ら
し
て
も
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
モ
ル
ネ
自
身
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
文
学
史
に
と
っ
て
出
発
点
で

あ
り
、
基
礎
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
こ
の
出
発
点
は
す
で
に
無
前
提
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い

て
フ
ァ
イ
の
い
う
と
こ
ろ
は
正
当
で
あ
る
。「
何
等
の
仮
説
も
作
ら
な
い
と
い
う
の
は
無
稽
な
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
我
々
は
一
定
の
プ
ラ
ン
、
一
定
の
態
度
、
一
定
の
期
待
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
こ
と
な
し
に
は
研
究
に
従
事

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
、
研
究
を
或
る
時
代
に
限
ろ
う
と
決
心
す
る
場
合
、
そ
れ
は
す
で
に
一
つ
の
判

断
で
あ
り
、
一
つ
の
仮
説
で
あ
る
。
科
学
的
文
学
史
の
最
も
大
き
な
弱
点
の
一
つ
は
、
仮
説
の
効
用
を
知
ら
ず
、

そ
れ
な
し
に
す
ま
そ
う
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。」
こ
の
批
評
は
ラ
ン
ソ
ン
的
方
法
論
の
痛
い
と
こ

ろ
を
衝
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
モ
ル
ネ
は
、
誤
謬
の
機
会
を
減
少
す
る
た
め
に
そ
の
対
象
を
限
定
し
、

そ
れ
を
一
層
正
確
に
分
析
す
る
た
め
に
そ
れ
を
更
に
細
か
に
切
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ァ

イ
は
、
広
い
実
在
の
中
で
小
さ
い
対
象
を
こ
の
よ
う
に
細
か
に
切
る
と
い
う
こ
と
は
寧
ろ
対
象
の
検
討
に
お
い
て
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真
を
捉
え
る
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
な
く
す
る
こ
と
に
な
る
と
論
じ
て
い
る
。
か
よ
う
に
狭
隘
な
真
理
は
そ
の
狭
隘
性

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
真
理
の
性
質
を
有
し
な
い
。文
学
史
家
は
却
っ
て
綜
合
の
能
力
を
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

フ
ァ
イ
の
こ
の
批
評
も
科
学
的
文
学
史
の
弱
点
の
一
つ
を
指
摘
し
た
も
の
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
い
わ

ゆ
る
科
学
的
方
法
の
問
題
は
、
我
々
を
そ
こ
に
と
ど
め
な
い
で
新
し
い
見
地
か
ら
の
考
察
に
推
し
進
め
る
。

二　
批
評
と
歴
史

科
学
的
方
法
或
は
歴
史
的
方
法
が
文
学
史
の
研
究
に
と
っ
て
基
礎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
さ
れ
得
な
い
と

同
時
に
、
他
方
そ
れ
の
限
界
も
し
く
は
不
足
の
存
す
る
と
い
う
こ
と
も
否
定
さ
れ
得
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
今
こ

の
よ
う
な
限
界
も
し
く
は
不
足
の
主
な
る
点
を
概
括
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

第
一
、
歴
史
的
方
法
は
作
品
の
周
囲
を
彷
徨
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
作
品
の
中
心
を
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
れ
は
作
品
の
成
立
の
も
ろ
も
ろ
の
外
的
原
因
を
示
す
こ
と
甚
だ
詳
細
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
の
最
も
内

的
な
原
因
を
解
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
作
品
の
作
ら
れ
る
最
も
内
的
な
原
因
と
い
え
ば
、
作
家
の
「
天

才
」
で
あ
る
。
真
の
文
学
史
は
か
く
の
如
き
作
品
の
真
の
原
因
で
あ
る
と
こ
ろ
の
天
才
、
そ
の
創
作
作
用
及
び
そ

の
創
作
過
程
を
能
う
限
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
天
才
と
い
う
も
の
は
分
析
的
に
捉
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文
学
史
方
法
論

え
ら
れ
ず
、
直
観
的
に
全
体
的
に
掴
ま
れ
る
の
ほ
か
な
い
。
直
観
に
よ
っ
て
美
的
価
値
あ
る
作
品
の
真
の
特
徴
を

な
す
内
面
的
な
調
和
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
文
学
作
品
は
全
体
と
し
て
で
な
け
れ
ば
理
解
さ
れ
得
な
い
も
の

で
あ
る
。
こ
の
全
体
は
作
家
の
個
性
か
ら
発
す
る
一
個
の
全
く
独
自
的
な
全
体
で
あ
っ
て
、
物
質
的
事
実
と
同
じ

性
質
の
も
の
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
作
品
は
そ
の
真
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
天
才
、
そ
の
創
造
的
契
機
か
ら
理
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
才
は
作
品
を
成
立
せ
し
め
る
諸
原
因
の
一
つ
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て

そ
れ
は
他
の
諸
原
因
と
は
秩
序
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
方
法
は
作
品
を
そ
の
環
境
的
一
般
的

限
定
の
方
面
か
ら
の
み
見
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
る
に
天
才
の
創
造
作
用
の
中
心
に
触
れ
な
い
文
学
史

は
真
の
意
味
で
は
歴
史
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
、
歴
史
的
方
法
は
ま
こ
と
の
傑
作
に
対
し
て
よ
り
も
、
ほ
ん
と
の
価
値
の
な
い
、
ほ
ん
と
の
美
を
も
た
ぬ

作
品
に
対
し
て
遥
か
に
よ
く
適
用
さ
れ
得
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
実
際
ラ
ン
ソ
ン
は
そ
の
方
法
論
の
中
で
、
文

学
史
的
研
究
に
お
い
て
は
傑
作
と
同
様
に
他
の
も
ろ
も
ろ
の
凡
作
に
も
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う

こ
と
を
特
に
強
調
し
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
も
し
ひ
と
が
良
き
作
品
と
同
様
に
悪
し
き
作
品
を
、
美
し

き
作
品
と
同
様
に
醜
き
作
品
を
、
一
緒
に
し
て
文
学
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
言
葉
の
濫
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
文
学
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
美
し
き
作
品
の
総
体
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
文
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学
に
関
す
る
科
学
は
美
し
き
と
こ
ろ
の
も
の
に
関
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
美
を
含
ま
ぬ
無
数
の
書
物
は
、
歴
史

は
そ
れ
に
関
心
し
、
そ
こ
に
時
代
の
風
俗
に
つ
い
て
の
記
録
、
思
想
の
或
る
運
動
の
起
原
、
原
因
、
変
動
に
関
す

る
記
録
を
求
め
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
歴
史
は
作
品
に
お
け
る
本
来
の
文
学
的
な
も
の
に
心
を

配
る
も
の
と
は
い
い
難
い
。
言
い
換
え
る
と
、
傑
作
と
同
様
に
多
く
の
凡
作
に
注
意
を
払
う
文
学
史
は
、
な
る
ほ

ど
「
歴
史
」
で
は
あ
っ
て
も
、「
文
学
」
史
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
文
学
史
は
作
家

を
そ
の
傾
向
に
従
っ
て
分
類
し
、
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
や
形
式
の
進
化
を
研
究
し
て
い
る
に
し
て
も
、
一
作
家
の
独

創
性
、
彼
の
作
品
の
固
有
な
、
内
面
的
な
、
美
的
価
値
を
捉
え
て
い
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
か

よ
う
な
美
的
独
創
性
が
作
品
の
鍵
で
あ
り
、
こ
れ
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
含
む
真
に
本
質
的
な
も
の
は

捉
え
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ソ
ン
は
「
代
表
的
事
実
」
の
研
究
を
重
ん
じ
て
い
る
。
そ
し
て
極
端
な
事
実
を

も
っ
て
代
表
的
な
事
実
で
あ
る
か
の
如
く
考
え
る
誤
謬
に
対
し
て
我
々
を
警
戒
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
多
く
の
傑

作
も
ま
た
極
端
な
事
実
で
あ
る
。『
フ
ェ
ー
ド
ル
』	（	 Phèdre	

）
は
フ
ラ
ン
ス
古
典
悲
劇
を
代
表
す
る
も
の
で
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
こ
に
は
フ
ラ
ン
ス
古
典
悲
劇
の
代
表
が
存
す
る
と
い
う
よ
り
は
寧
ろ
天
才
ラ

シ
イ
ヌ
（	 Jean R

acine, 1639―
99	

）
が
輝
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
よ
う
に
ラ
ン
ソ
ン
は
考
え

る
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
に
依
れ
ば
、
最
も
明
瞭
に
代
表
的
事
実
と
い
い
得
る
の
は
平
均
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
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文
学
史
方
法
論

な
い
。
平
均
的
事
実
を
多
数
集
め
る
と
き
、
す
べ
て
に
共
通
な
内
容
は
容
易
に
抽
出
さ
れ
得
る
。
従
っ
て
共
通
の

型
（	 type com

m
un	

）
の
う
ち
最
も
純
粋
な
、
最
も
正
常
的
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
も
頗
る
容
易
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
傑
作
即
ち
極
限
的
事
実
は
は
っ
き
り
と
現
れ
、
こ
の
比
較
対
照
に
よ
っ
て
完
全
に
そ
の
意

義
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
モ
ル
ネ
は
、
凡
庸
な
作
家
た
ち
に
つ
い
て
の
若
干
の
最
近
の
研
究
に
関
聯
し
て
、

こ
の
研
究
は
、
そ
の
よ
う
な
凡
庸
な
作
家
が
一
全
体
と
し
て
で
な
く
、
彼
自
身
に
お
い
て
で
な
く
、
却
っ
て
彼
の

時
代
、
彼
の
環
境
、
彼
の
世
紀
の
函
数
と
し
て
研
究
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
興
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い

っ
て
い
る
。
研
究
さ
れ
た
作
家
に
お
い
て
、
彼
は
凡
庸
な
人
間
な
の
で
あ
る
か
ら
、
天
才
を
で
な
く
、
却
っ
て
ま

さ
に
各
々
の
時
代
に
あ
っ
て
社
会
の
真
の
大
衆
を
形
作
っ
て
い
る
か
か
る
凡
庸
な
人
間
の
一
つ
の
例
を
示
さ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
平
凡
な
作
家
は
、
彼
自
身
に
お
い
て
価
値
が
な
い
に
し
て
も
、
彼
が
タ
イ
プ
に
建
て
ら
れ
る
場
合

ひ
と
つ
の
大
き
な
価
値
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ソ
ン
や
モ
ル
ネ
の
右
の
如
き
見
解
は
も
と
よ
り
全

部
間
違
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
時
代
の
風
俗
の
歴
史
の
如
き
場
合
に
よ
り
多
く
真

理
で
あ
っ
て
、
文
学
の
歴
史
の
場
合
に
は
よ
り
少
な
く
真
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
後
の
場
合
に
お
い
て
タ
イ
プ

と
い
え
ば
、
単
に
平
均
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
何
等
か
模
範
的
な
も
の
、
理
想
的
な
も
の
、
典
型

的
な
も
の
の
意
味
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。文
学
上
の
タ
イ
プ
は
つ
ね
に
同
時
に
個
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
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し
か
る
に
平
均
的
な
も
の
は
個
性
的
な
も
の
と
は
い
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
文
学
の
歴
史
に
お
い
て
は
個
性
的
な
も

の
の
認
識
が
問
題
で
あ
る
。
タ
イ
プ
は
例
と
か
種
類
と
か
い
う
こ
と
と
同
じ
で
な
い
。
例
は
一
般
的
意
味
を
有
す

る
の
で
あ
っ
て
、
個
性
的
意
味
を
有
し
な
い
。
ま
た
種
類
は
外
的
に
帰
納
的
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

タ
イ
プ
は
内
か
ら
主
体
的
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
を
除
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
、
と
こ
ろ
で
、
も
し
文
学
史
の
考
察
す
べ
き
主
た
る
対
象
が
傑
作
で
あ
り
、
そ
れ
の
含
む
美
で
あ
る
と
し

た
な
ら
ば
、
批
評
は
文
学
の
歴
史
と
離
す
べ
か
ら
ざ
る
要
素
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
進
ん
で
文
学
史
は
本
来

文
学
批
評
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
さ
え
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
一
作
品
を
傑
作
と
定
め
る
こ
と
が
批
評
に
俟
た

ね
ば
な
ら
ぬ
。
批
評
の
根
本
を
な
す
も
の
は
広
い
意
味
で
の
印
象
批
評
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
作
品
に
接
す
る
と

き
、
私
は
つ
ね
に
一
定
の
印
象
を
受
け
る
。
こ
の
疑
う
こ
と
の
で
き
ぬ
事
実
を
如
何
に
評
価
す
る
か
が
問
題
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
ラ
ン
ソ
ン
は
い
う
、「
私
は
他
の
一
読
者
と
同
等
の
資
格
を
も
っ
て
こ
こ
に
立
つ
。
同
等
で
あ

る
、
そ
れ
以
上
で
は
な
い
。
私
の
印
象
も
ま
た
文
学
史
の
結
構
の
中
に
参
加
す
る
。
但
し
、
何
等
の
特
権
を
も
有

し
て
は
な
ら
な
い
。
私
の
印
象
は
あ
く
ま
で
も
ひ
と
つ
の
事
実
な
の
で
あ
る
。
相
対
的
価
値
を
有
し
て
歴
史
的
に

考
察
す
べ
き
一
事
実
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。」
歴
史
的
方
法
の
客
観
主
義
は
こ
こ
に
厳
格
に
言
い
表
さ
れ
て
お

り
、
そ
し
て
か
く
の
如
き
考
え
方
の
う
ち
に
或
る
正
し
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
得
な
い
に
し
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文
学
史
方
法
論

て
も
、
し
か
し
批
評
と
い
う
場
合
そ
の
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
有
意
味
に
徹
底
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な

考
え
方
は
我
々
の
研
究
か
ら
で
き
る
だ
け
主
観
的
要
素
を
取
り
除
く
こ
と
を
目
差
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
主
観
的

判
断
な
く
し
て
は
文
学
に
お
け
る
ま
さ
に
文
学
的
な
も
の
の
理
解
は
不
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
我
々
が

我
々
自
身
の
印
象
を
抹
殺
し
去
る
な
ら
ば
、
我
々
は
つ
ま
り
他
の
人
々
の
印
象
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く

す
る
こ
と
は
我
々
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
な
る
ほ
ど
客
観
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
作
品
そ
の
も
の
に
対
す
る

関
係
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
主
観
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
ま
た
、
も
し
私
が
自
分
の
印
象
を
意
識
し
な

か
っ
た
な
ら
ば
、
私
は
他
の
者
が
彼
の
印
象
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
る
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。
我
々
が
自
分
自
身
の
主
観
的
な
批
評
を
避
け
る
場
合
、
我
々
は
知
ら
ず
識
ら
ず
他
の
或
る
権
威
者
と
認

め
ら
れ
る
者
に
よ
る
批
評
乃
至
は
伝
統
的
に
行
わ
れ
る
批
評
に
信
頼
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
て
い
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
美
的
判
断
は
主
観
的
で
あ
る
と
い
う
必
然
的
な
制
約
の
も
と
に
立
っ
て

い
る
。
こ
の
と
き
客
観
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
一
時
代
の
大
多
数
の
人
間
が
得
た
印
象
を
平
均
的
に
観
察
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
時
代
の
風
尚
史
の
研
究
に
と
っ
て
は
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
文
学
作
品
に
お
け

る
本
質
的
な
も
の
を
理
解
す
る
た
め
に
は
多
く
を
加
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
大
衆
文
学
と
純
文
学
と
の
相

違
は
こ
の
間
の
消
息
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
見
ら
れ
得
る
。
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か
よ
う
に
し
て
勝
れ
た
文
学
史
家
は
同
時
に
勝
れ
た
文
学
批
評
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ほ
ん
と
の
歴
史
家
は

つ
ね
に
立
派
な
批
評
家
で
あ
る
。
尤も
っ
とも
批
評
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
あ
ろ
う
。
ま
た
実
際
ど
の
よ
う
な

文
学
史
も
何
等
か
の
仕
方
に
お
い
て
批
評
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
批
評
を
含

ま
な
い
よ
う
な
文
学
史
は
存
在
し
な
い
と
も
い
え
る
。
批
評
の
種
々
な
る
種
類
が
あ
る
に
応
じ
て
文
学
史
の
種
々

な
る
種
類
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
批
評
の
方
法
の
問
題
は
文
学
史
に
と
っ
て
も
決
し
て
無
関
係
な

こ
と
で
は
な
い
。
ル
メ
ー
ト
ル
や
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
（	 A

natole France, 1844―
1924	

）
は
印
象
批
評

を
重
要
視
し
て
客
観
的
批
評
を
蔑
視
す
る
。
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
に
依
れ
ば
、
批
評
家
と
は
判
決
を
下
す
裁

判
官
で
は
な
く
、
彼
の
「
傑
作
の
間
に
お
け
る
冒
険
」
を
詳
細
に
述
べ
る
感
受
性
に
富
む
精
神
で
あ
る
。
し
か
る

に
科
学
的
方
法
の
主
張
者
た
ち
は
印
象
批
評
を
主
観
的
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
し
て
斥
け
、
客
観
的
批
評
に
依

ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
テ
ィ
ボ
ー
デ
ー
（	 A

lbert Thibaudet, 1874―
1936	

）
は
、
批
評
に
自
然
的
批
評
（	 critique 

spontanée	

）、
専
門
的
批
評
（	 critique professionnelle	

）、
作
家
的
批
評
（	 critique des m

aîtres	

）
の
三
つ
の

種
類
を
区
別
し
て
い
る
。
自
然
的
批
評
と
い
う
の
は
、
一
般
読
者
、
特
に
教
養
あ
る
読
者
、
及
び
そ
の
直
接
の
代

弁
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
批
評
で
あ
る
。
こ
の
批
評
は
文
学
趣
味
を
有
す
る
社
交
人
、
民
衆
及
び
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
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ト
に
属
す
る
。
第
二
の
専
門
的
批
評
と
い
う
の
は
、
本
を
読
み
、
そ
の
中
か
ら
普
遍
的
な
教
説
を
引
出
し
、
あ
ら

ゆ
る
時
代
、
あ
ら
ゆ
る
国
の
書
物
の
間
に
一
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
を
職
業
と
す
る
人
々
の
批
評
で
あ
る
。
こ
の

種
の
批
評
は
事
実
上
殆
ど
教
授
た
ち
の
特
許
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
の
作
家
的
批
評
と
い
う
の
は
、
作
家
自
身
が

自
己
の
芸
術
を
反
省
し
、
ま
た
ア
ト
リ
エ
に
あ
っ
て
他
人
の
作
物
を
考
察
す
る
と
き
に
生
ず
る
批
評
で
あ
る
。
第

一
の
批
評
は
サ
ロ
ン
に
お
け
る
、
公
衆
の
間
に
お
け
る
「
話
さ
れ
る
批
評
」
で
あ
り
、
そ
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

は
か
か
る
話
さ
れ
る
批
評
の
書
記
で
あ
る
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
批
評
は
何
よ
り

も
読
む
人
間
の
批
評
で
あ
っ
て
、
教
授
た
ち
に
と
っ
て
は
だ
い
た
い
そ
の
読
書
の
世
界
が
現
実
の
世
界
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
第
三
の
批
評
は
言
う
ま
で
も
な
く
創
造
す
る
者
の
批
評
で
あ
る
。
次
に
も
し
こ
れ
ら
の
批
評
の
種

類
を
時
間
に
関
係
さ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
自
然
的
批
評
の
関
心
す
る
の
は
主
と
し
て
現
在
の
文
学
、
即
ち
今
日

の
作
家
、
昨
日
の
作
品
で
あ
る
。
専
門
的
批
評
は
こ
れ
に
反
し
て
過
去
の
文
学
、
歴
史
的
に
伝
承
さ
れ
た
文
学
に

関
心
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
作
家
的
批
評
は
特
に
創
作
の
見
地
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
の
関
心
す
る

の
は
未
来
の
文
学
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
る
に
も
し
批
評
の
種
類
に
応
じ
て
歴
史
の
種
類
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
右
の
三
つ
の
批
評
に
は
如
何
な
る

歴
史
が
相
応
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
多
少
の
意
味
の
変
化
を
行
う
な
ら
ば
、
我
々
は
ニ
ー
チ
ェ
（	 Friedrich 
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N
ietzsche, 1844―

1900	

）
の
い
っ
た
三
つ
の
歴
史
を
そ
れ
に
相
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
自
然
的
批

評
に
は
記
念
物
的
歴
史
（	 M

onum
entalische H

istorie	

）
が
、
専
門
的
批
評
に
は
古
物
的
歴
史
（A

ntiquarische 

H
istorie	

）
が
、
ま
た
作
家
的
批
評
に
は
批
判
的
歴
史
（	 K

ritische H
istorie	

）
が
相
応
す
る
と
理
解
し
得
る
で

あ
ろ
う
。
記
念
物
的
歴
史
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
偉
大
な
人
間
、
偉
大
な
行
為
に
興
味
が
も
た
れ
、
そ
れ
か
ら
強

い
刺
戟
を
受
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
自
然
的
批
評
が
民
衆
の
間
に
話
さ
れ
る
批
評
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
民
衆

と
い
う
も
の
は
そ
の
よ
う
に
英
雄
主
義
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
古
物
的
歴
史
に
お
い
て
は
小
さ
き
も
の
、
限
ら
れ

た
も
の
、
朽
ち
た
る
も
の
、
ふ
る
び
た
る
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
過
去
の
も
の
が
忠
実
と
愛
と
を
も
っ
て
回
顧
さ
れ
、

保
存
さ
れ
る
。
専
門
的
批
評
は
読
む
人
間
の
、
従
っ
て
博
識
家
の
批
評
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
か
く
の
如
き
古
物

的
人
間
の
魂
に
通
ず
る
も
の
を
容
易
に
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
批
判
的
歴
史
に
お
い
て
は
歴
史
は
生
の
創
造
的
立
場

か
ら
、
か
の
暗
き
、
衝
動
的
な
、
飽
く
こ
と
な
く
自
己
自
身
を
意
欲
す
る
力
に
も
と
づ
い
て
批
判
さ
れ
、
判
決
さ

れ
る
。
そ
れ
が
作
家
的
批
評
の
立
場
と
類
似
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
三
つ
の
歴
史
を
時
間
に
関
係
さ
せ

て
解
釈
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
過
去
も
現
在
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
、
こ
の
と
き
歴
史
は
記
念
物
的
で
あ
る
。

過
去
が
過
去
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
、こ
の
と
き
歴
史
は
古
物
的
で
あ
る
。
過
去
が
未
来
の
見
地
か
ら
把
捉
さ
れ
る
、

こ
の
と
き
歴
史
は
批
判
的
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
三
つ
の
歴
史
を
か
く
の
如
く
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
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は
同
じ
よ
う
に
時
間
の
様
態
に
関
し
て
解
釈
さ
れ
た
テ
ィ
ボ
ー
デ
ー
の
い
う
三
つ
の
批
評
に
相
応
す
る
と
看
做
す

こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
特
に
専
門
的
批
評
と
い
う
も
の
が
文
学
史
の
概
念
と
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
な

ぜ
な
ら
普
通
に
歴
史
の
対
象
は
過
去
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
専
門
的
批
評
は
主
と
し
て
過
去
の
文
学

に
関
心
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
文
学
史
に
は
科
学
性
が
要
求
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
専
門
的
批
評

は
そ
の
よ
う
な
科
学
性
と
一
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
古
物
的
歴
史
は
い
わ
ば

弱
き
魂
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
テ
ィ
ボ
ー
デ
ー
が
専
門
的
批
評
の
代
表
者
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は

そ
の
中
で
特
に
強
き
魂
ブ
リ
ュ
ヌ
テ
ィ
エ
ー
ル
で
あ
る
。
専
門
的
批
評
の
担
任
者
が
教
授
た
ち
で
あ
る
の
が
普
通

で
あ
る
よ
う
に
、
文
学
史
の
仕
事
も
主
と
し
て
教
授
た
ち
に
属
し
て
い
る
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
批
評
は
科
学
的
で

あ
る
こ
と
を
誇
に
す
る
。
こ
の
批
評
の
機
能
は
、ブ
リ
ュ
ヌ
テ
ィ
エ
ー
ル
の
言
葉
に
依
れ
ば
、「
鑑
別
し
、分
類
し
、

説
明
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
自
然
的
批
評
の
関
心
す
る
の
が
、
個
々
の
も
の
、
こ
の
作
家
、
こ
の
作
品
で
あ
る
に

対
し
て
、
専
門
的
批
評
の
関
心
す
る
の
は
或
る
一
般
的
な
も
の
、
主
義
や
流
派
、
様
式
や
形
式
で
あ
る
。
批
評
す

る
こ
と
は
こ
こ
で
は
個
々
の
も
の
を
鑑
別
し
て
一
定
の
範
疇
に
入
れ
、
部
類
に
分
け
、
一
般
的
規
則
か
ら
説
明
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
構
成
に
よ
る
批
評
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
自
然
的
批
評
は
趣
味
の
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批
評
で
あ
る
と
い
わ
れ
得
る
。
専
門
的
批
評
の
機
能
は
秩
序
付
け
る
こ
と
に
あ
る
。
テ
ィ
ボ
ー
デ
ー
に
依
れ
ば
、

か
よ
う
な
秩
序
に
四
つ
の
も
の
が
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ル
の
秩
序
、
伝
統
の
秩
序
、
同
時
代
の
秩
序
、
及
び
場
所
の
秩

序
、
こ
れ
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ル
の
観
念
は
批
評
か
ら
離
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
批
評
の
い
わ
ゆ
る
規
則
的

原
理
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
ジ
ャ
ン
ル
の
問
題
は
批
評
に
と
っ
て
必
然
的
な
課
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
を

彼
の
生
涯
に
お
い
て
一
度
提
出
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
絶
え
ず
そ
れ
と
共
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
批
評
家

の
本
分
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
課
題
は
決
し
て
完
全
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
な
き
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
批
評
の

カ
ン
ト
（	 Im

m
anuel K

ant, 1724―
1804	

）
的
な
意
味
で
の
イ
デ
ー
で
あ
る
。
伝
統
の
秩
序
に
お
い
て
は
文
学

の
連
鎖
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
、
ラ
テ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
な
る
三
古
典
的
文
学
の
継
続
、
そ
れ
に
相

応
す
る
三
つ
の
「
偉
大
な
る
世
紀
」、
そ
こ
に
顕
れ
る
連
繋
、
そ
こ
に
循
環
す
る
規
律
、
節
度
及
び
人
間
性
の
精

神
、
古
典
主
義
と
い
う
語
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
も
の
、
か
く
の
如
き
が
批
評
の
大
中
心
で
あ
り
、
そ
こ
を
文
学

が
よ
く
秩
序
付
け
ら
れ
た
行
列
を
な
し
て
進
む
の
を
批
評
が
眺
め
る
大
道
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
連
鎖
、
こ
の
よ

う
な
文
学
的
系
列
の
構
成
が
批
評
の
有
機
的
習
慣
の
一
部
分
を
形
作
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
批
評
は
そ
の
よ
う
な

前
後
継
起
の
秩
序
の
み
で
な
く
、
ま
た
同
時
代
の
秩
序
を
構
成
す
る
。
こ
の
秩
序
は
世
代
の
観
念
を
め
ぐ
っ
て
構

成
さ
れ
る
。
第
四
の
場
所
の
秩
序
は
国
の
観
念
の
周
囲
に
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
就
中
テ
ー
ヌ
が
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か
く
の
如
き
地
理
学
的
、
人
種
学
的
構
成
を
導
入
し
た
。
テ
ィ
ボ
ー
デ
ー
に
依
れ
ば
、
右
の
四
つ
の
イ
デ
ー
は
批

評
の
構
成
的
活
動
の
す
べ
て
を
、
そ
の
建
築
能
力
の
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
は
カ
ン
ト
の
四
つ
の
ア
ン

チ
ノ
ミ
ー
と
同
じ
よ
う
に
静
態
的
イ
デ
ー
と
動
態
的
イ
デ
ー
と
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う

す
る
と
き
、
ジ
ャ
ン
ル
と
国
の
イ
デ
ー
は
前
者
に
属
し
、
伝
統
と
世
代
の
イ
デ
ー
は
後
者
に
属
す
る
と
見
ら
れ
得

る
。
我
々
は
ま
た
そ
れ
ら
四
つ
の
観
念
が
種
々
な
る
文
学
史
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
中
心
を
な
し
て
い
る
の
を
容
易

に
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
専
門
的
批
評
は
文
学
史
と
特
に
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
い
な
専
門
的
批
評
は
、
そ
れ
が
批
評

の
意
味
を
失
っ
て
単
な
る
文
学
史
と
な
っ
て
し
ま
い
易
い
と
い
う
危
険
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な

批
評
を
含
ま
な
い
文
学
史
は
、
実
を
い
え
ば
、
文
学
史
と
し
て
も
立
派
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
良
き
文
学
史
は
良
き
批
評
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
反
対
に
、
文
学
史
を
無
視
し
た
批
評
は
批
評
と
し
て
も
最

上
の
も
の
で
な
い
。
文
学
史
を
知
ら
な
い
批
評
家
は
彼
自
身
が
文
学
史
上
に
存
続
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
も
つ
こ
と
が

で
き
ぬ
、
そ
し
て
批
評
的
趣
味
を
欠
く
文
学
史
家
は
陰
鬱
な
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
堕
し
て
し
ま
う
。
専
門
的
批
評

は
如
何
な
る
点
に
お
い
て
批
評
の
機
能
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り
易
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
こ
の
種
の
批
評
は
、
作
家
に
つ
い
て
の
自
己
の
感
情
を
言
い
現
す
代
り
に
、
作
家
に
つ
い
て
の
伝
統
を
書
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き
付
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
易
い
。
即
ち
自
己
が
受
け
た
教
育
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
伝
統
的
な
批
評
、
或
は

伝
統
的
に
権
威
者
と
認
め
ら
れ
て
い
る
批
評
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
批
評
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
伝
統
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
何
等
非
難
さ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
伝
統
な
く
し
て
は
何
物
も
基
礎
の
な
い

も
の
と
な
る
。
伝
統
が
な
け
れ
ば
歴
史
の
世
界
も
秩
序
の
な
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
伝
統
は

精
神
の
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
惹
き
起
し
易
く
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
精
神
の
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
反
抗
す
る

と
こ
ろ
に
批
評
の
精
神
が
あ
る
。
ま
た
歴
史
に
し
て
も
、
伝
え
ら
れ
た
も
の
を
単
に
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
が
歴

史
で
な
い
。
歴
史
の
本
質
に
は
書
き
更
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
属
し
て
い
る
。
歴
史
は
様
々
の
条
件
の
も
と
に

書
き
更
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
か
よ
う
な
条
件
と
し
て
先
ず
史
料
の
状
態
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
の

歴
史
叙
述
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
史
料
の
虚
偽
も
し
く
は
不
確
実
の
暴
露
、
新
た
な
る
史
料
、
特
に
従
来
基
礎
と

さ
れ
て
い
た
史
料
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
史
料
の
発
見
な
ど
が
歴
史
の
書
き
更
え
ら
れ
る
条
件
に
数
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
も
し
史
料
の
状
態
に
何
等
か
く
の
如
き
変
化
が
生
じ
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
如
何
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
と
き
に
も
歴
史
は
書
き
更
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
書
き
更
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
の
内
面

的
な
、
必
然
的
な
性
質
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
歴
史
は
途
上
に
あ
る
。
そ
れ
は
既
に
完
結
し
て
し
ま
っ
た

の
で
な
く
、
な
お
つ
ね
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
。
絶
え
ず
新
た
に
生
起
す
る
歴
史
的
事
件
は
絶
え
ず
新
た
な
歴
史
叙
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述
を
促
し
、
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
唯
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
歴
史
は
な
る
ほ
ど
書
き
加

え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
本
質
的
に
書
き
更
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
筈
で
あ
る
。
文
学
史
が
絶
え
ず
書
き
更

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
つ
ね
に
批
評
と
結
び
付
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
新
し
い
批
評
が

生
ず
る
に
従
っ
て
文
学
史
は
新
た
に
書
き
更
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
専
門
的
批
評
の
陥
り
易
い
危
険
は
、
博
識
の
相
対
主
義
で
あ
る
。
こ
の
種
の
批
評
は
無
数
の
詳
細
な
事
実

に
興
味
を
寄
せ
る
。
し
か
る
に
も
し
ひ
と
が
一
つ
の
対
象
に
つ
い
て
、
自
分
の
手
で
直
接
に
す
べ
て
の
こ
と
を
知

り
、
あ
ら
ゆ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
繙
き
、
あ
ら
ゆ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
を
集
め
よ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
そ

れ
は
決
し
て
終
る
こ
と
が
な
い
仕
事
で
あ
ろ
う
。
彼
の
博
識
は
遂
に
、
何
事
も
決
定
的
な
こ
と
、
決
定
的
に
確
実

な
こ
と
で
な
い
、
と
い
う
相
対
主
義
的
感
情
に
終
る
。
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
彼
は
た
く
さ
ん
勉
強
し
は
す
る

が
何
も
作
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
書
く
と
い
う
こ
と
は
行
為
の
ひ
と
つ
の
形
態
で
あ
り
、
そ
し
て
行
為
は

固
よ
り
記
憶
を
前
提
し
は
す
る
が
、
し
か
し
も
し
も
我
々
の
過
去
の
す
べ
て
の
記
憶
が
我
々
の
う
ち
に
悉
く
保
存

さ
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
行
為
は
可
能
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
作
る
と
い
う
こ
と
に
は
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
が
本

質
的
に
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
他
人
の
側
か
ら
の
批
評
を
刺
戟
し
、
い
わ
ば
対
話
に
お
け
る
一
方
の
相
手
と
な

り
、
自
己
の
震
動
を
ば
そ
れ
を
越
え
る
ひ
と
つ
の
運
動
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
な
、
即
ち
、
要
す
る
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に
、
何
か
不
完
全
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
読
者
に
訂
正
の
欲
望
を
起
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
な
批
評
の
書

物
は
、
生
命
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
と
す
ら
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
専
門
的
批
評
に
お
け
る
穿
鑿
の
病
気
は

し
か
る
に
、
尚
早
な
仕
事
で
あ
る
と
い
う
口
実
で
緊
急
な
仕
事
の
必
要
に
応
ず
る
こ
と
を
拒
み
、
決
定
的
な
仕
事

で
な
い
と
い
う
口
実
の
も
と
に
有
用
な
仕
事
の
要
求
に
応
ず
る
こ
と
を
拒
む
。
か
く
の
如
き
博
識
の
相
対
主
義
、

穿
鑿
病
の
無
為
無
能
を
克
服
す
る
も
の
が
却
っ
て
真
の
批
評
の
精
神
で
あ
る
。
批
評
の
精
神
は
現
在
の
精
神
で
あ

り
、
ま
た
或
る
意
味
で
は
反
抗
の
精
神
で
あ
る
。
歴
史
に
し
て
も
単
に
過
去
に
つ
い
て
の
博
識
で
は
な
い
。
過
去

の
無
数
の
顕
微
鏡
的
事
実
に
関
す
る
知
識
の
堆
積
が
真
の
歴
史
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
過
去
に
つ
い
て
の
単
な
る

博
識
、
い
わ
ゆ
る
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
主
義
は
、
歴
史
的
相
対
主
義
に
終
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
真
の
歴
史

的
意
識
は
批
評
の
精
神
を
含
ん
で
い
る
。
過
去
の
意
識
は
現
在
の
精
神
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

文
学
史
は
文
学
批
評
と
結
び
附
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
固
よ
り
歴
史
に
は
歴
史
と
し
て
批
評
と
は

異
な
る
方
面
も
し
く
は
任
務
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
方
面
も
し
く
は
任
務
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
ラ
ン
ケ
（	 Leopold von R

anke, 1795―
1886 

）
の
言
葉
に
依
れ
ば
、
歴
史
家
の
任
務
は
唯
「
そ
れ
が
如

何
に
本
来
在
っ
た
か
を
示
す
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
我
々
の
記
憶
に
の
こ
れ
る
過
去
が
本
来
如
何
に
あ
っ
た
か
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を
確
定
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
歴
史
家
に
と
っ
て
の
仕
事
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
は
過
去
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
知

的
な
、
科
学
的
な
態
度
を
も
っ
て
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
批
評
家
の
態
度
の
中
心
と
な
る
の
は
美

的
関
心
で
あ
ろ
う
。
彼
の
美
的
関
心
に
と
っ
て
は
事
実
の
問
題
は
寧
ろ
第
二
義
的
の
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
が
少
な

く
な
い
。
歴
史
家
は
そ
の
科
学
的
正
確
の
見
地
か
ら
し
ば
し
ば
過
去
の
美
し
い
伝
説
に
対
し
て
容
赦
な
く
批
判
的

破
壊
的
に
は
た
ら
く
。
か
く
の
如
き
態
度
の
う
ち
に
は
特
に
作
家
的
批
評
の
態
度
と
相
容
れ
な
い
も
の
が
含
ま
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
（	 Johann W

olfgang von G
oethe, 1749―

1832	

）
は
、
も
し
も
歴
史
的
科
学
的
批

判
に
よ
っ
て
偉
大
な
伝
説
的
な
事
実
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
な
る
の
で
あ
る
か
、
と
尋
ね
る
。

そ
し
て
彼
は
、「
古
人
が
か
か
る
も
の
を
創
作
す
る
に
足
り
る
だ
け
偉
大
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
我
々
は
そ
れ
を

信
ず
べ
く
十
分
に
偉
大
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
い
っ
て
い
る
。
歴
史
家
の
立
場
と
批
評
、
と
り
わ
け
作
家

的
批
評
の
立
場
と
の
間
に
は
相
違
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
既
に
述
べ
た
如
く
、
単
に
過
去
の
無
数
の
事
実
を
そ
の
ま

ま
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
歴
史
で
な
く
、
ま
た
か
く
の
如
き
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
よ
し
可
能
で
あ
る
と
し
て

も
無
意
味
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
構
成
と
い
う
こ
と
は
歴
史
家
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
よ

う
に
見
え
る
。
テ
ィ
ボ
ー
デ
ー
の
規
定
に
依
れ
ば
、
専
門
的
批
評
の
職
能
は
構
成
に
よ
る
批
評
で
あ
る
。
も
し
も

構
成
す
る
こ
と
が
既
に
批
評
す
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
批
評
が
歴
史
家
の
活
動
と
離
し
得
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
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と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
否
、
専
門
的
批
評
は
批
評
の
意
味
を
失
っ
て
単
な
る
文
学
史
と
な
っ
て
し
ま
い
易
い
。
単

な
る
構
成
は
文
学
批
評
と
し
て
不
十
分
で
あ
っ
て
、
構
成
は
享
受
と
結
び
附
く
の
で
な
け
れ
ば
批
評
と
し
て
十
分

で
な
い
。
専
門
的
批
評
は
自
然
的
批
評
と
結
び
附
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
も
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
趣
味
も
し
く
は
享

受
能
力
を
有
し
な
い
構
成
家
は
石
工
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
構
成
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
趣
味
の
人
は
ア
マ
チ
ュ
ア

に
過
ぎ
な
い
。
構
成
す
る
こ
と
を
知
れ
る
趣
味
の
人
に
し
て
建
築
家
の
名
に
値
す
る
。
け
れ
ど
も
正
確
に
い
え
ば
、

建
築
家
に
お
い
て
、
作
品
が
出
来
る
た
め
に
、
趣
味
に
附
け
加
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
構
成
と
い
う
語
に

よ
っ
て
は
尽
さ
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
偉
大
な
る
建
築
家
の
趣
味
に
し
て
構
成
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
の
構
成
は
創

造
的
で
あ
る
よ
う
に
、
批
評
も
ま
た
そ
の
創
造
の
要
素
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
、
大
き
く
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、

永
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
る
に
か
く
の
如
き
批
評
に
お
け
る
創
造
の
要
素
は
歴
史
に
と
っ
て
も
大
切
な

要
素
で
あ
る
の
で
あ
る
。

蓋
し
真
の
歴
史
は
発
展
的
歴
史
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
（	 Ernst B

ernheim
, 1850―

【1942

】）

は
歴
史
叙
述
を
、
一
、
物
語
的
（
報
告
的
）
歴
史
、
二
、
教
訓
的
（
実
用
的
）
歴
史
、
三
、
発
展
的
（
発
生
的
）

歴
史
と
い
う
三
つ
の
種
類
に
区
別
し
、
且
つ
そ
れ
ら
は
ま
た
歴
史
学
の
概
念
の
歴
史
に
お
け
る
発
展
の
順
序
、
段

階
を
現
す
と
考
え
た
。
発
展
的
歴
史
に
お
い
て
は
、
各
々
の
歴
史
的
現
象
に
つ
い
て
、
如
何
に
し
て
そ
れ
が
今
在
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る
も
の
に
ま
で
生
成
し
た
か
、
如
何
に
し
て
そ
れ
が
も
ろ
も
ろ
の
事
件
と
の
聯
関
に
お
い
て
発
展
し
た
か
、
と
い

う
こ
と
の
認
識
が
目
的
と
せ
ら
れ
る
。
こ
の
見
方
は
材
料
の
蒐
集
に
止
っ
た
り
、
こ
の
材
料
か
ら
実
際
上
の
教
訓

的
方
面
を
取
り
出
し
て
く
る
こ
と
に
満
足
す
る
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
対
象
を
そ
の
固
有
性
に
お
い
て
認
識
し
、

理
解
し
よ
う
と
努
め
る
。
か
く
の
如
き
発
展
的
歴
史
が
科
学
の
名
に
値
す
る
唯
一
の
歴
史
で
あ
る
。
歴
史
叙
述
の

発
展
の
順
序
に
お
い
て
か
く
の
如
き
発
展
的
な
見
方
が
遅
れ
て
や
っ
と
現
れ
た
の
は
、
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
の
い
う
と

こ
ろ
で
は
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
か
く
の
如
き
見
地
に
到
達
す
る
た
め
に
は
様
々
の
前
提
条
件

の
作
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
就
中
三
つ
の
こ
と
、
即
ち
、
一
、
全
人
間
種
族

が
一
の
内
的
な
統
一
を
な
す
と
い
う
観
念
、
二
、
す
べ
て
の
人
間
的
諸
関
係
の
う
ち
に
一
の
連
続
的
な
変
化
が
行

わ
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
、
三
、
人
間
の
種
々
な
る
諸
活
動
が
内
的
な
聯
関
に
、
相
互
の
且
つ
自
然
諸
条
件
と
の

交
互
作
用
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
洞
見
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
人
類
が
歴
史
に
お
い
て
漸
次
に

到
達
し
た
諸
思
想
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
礎
の
上
に
歴
史
の
発
展
的
な
見
方
は
徐
々
に
築
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

文
学
に
関
し
て
も
、
実
際
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
三
つ
の
種
類
の
歴
史
が
存
在
す
る
の
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
文
学
史
に
関
し
て
も
、
真
の
歴
史
は
発
展
的
歴
史
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
自
然
的
批
評
の
関
心
す

る
の
は
個
々
の
作
家
、
個
々
の
作
品
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
発
展
的
に
、
他
の
も
の
と
の
聯
関
に
お
い
て
観
察
す
る
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と
い
う
こ
と
は
こ
の
種
の
批
評
の
最
も
怠
り
が
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
種
の
批
評
家
が
歴
史
を
書
こ
う

と
す
る
場
合
、
歴
史
は
物
語
的
歴
史
に
な
り
易
い
で
あ
ろ
う
。
作
家
的
批
評
は
主
と
し
て
創
作
の
見
地
か
ら
他
の

作
家
、
他
の
作
品
を
批
評
す
る
。
そ
れ
故
に
歴
史
が
こ
の
種
の
批
評
に
結
び
附
く
と
き
、
歴
史
は
教
訓
的
乃
至
実

用
的
歴
史
と
な
り
易
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
歴
史
と
批
評
と
の
間
に
は
一
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
歴
史
と
批
評
と
の
差
異
は
発
展
的
に
見
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ

る
。
た
だ
か
の
専
門
的
批
評
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
と
結
び
附
き
得
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
批
評
は
作
家
や
作
品
の

間
の
連
繋
を
構
成
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
連
繋
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も

発
展
的
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
発
展
と
い
う
も
の
は
外
か
ら
で
な
し
に
内
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
で
な

け
れ
ば
真
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
物
を
真
に
発
展
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
現
在
と

の
関
係
に
お
い
て
、
ま
た
未
来
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
教
授
た
ち
の
専
門
的

批
評
の
多
く
は
過
去
を
た
だ
過
去
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
終
っ
て
い
る
。
彼
等
は
過
去
の
文
学
に
つ
い
て
は
批

評
す
る
け
れ
ど
も
、現
代
の
文
学
の
批
評
に
お
い
て
は
無
力
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
真
の
意
味
で
発
展
的
に
、

従
っ
て
過
去
を
現
在
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ま
た
未
来
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
た
め
に
は
、
批
評
は
何
等
か

創
造
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
く
の
如
き
創
造
的
批
評
を
含
ん
だ
文
学
史
に
し
て
真
に
発
展
的
歴
史
と
い
わ
れ
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文
学
史
方
法
論

得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
創
造
の
要
素
を
含
ん
だ
文
学
史
に
し
て
そ
れ
自
身
文
学
史
上
に
永
続
す
べ
き
価
値

を
有
す
る
文
学
史
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

三　
精
神
科
学
的
方
法

ラ
ン
ソ
ン
に
と
っ
て
も
文
学
史
の
方
法
は
自
然
科
学
の
方
法
の
単
な
る
適
用
で
な
く
、
そ
の
対
象
の
固
有
性
に

相
応
し
た
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
ラ
ン
ソ
ン
は
特
に
文
献
学
か
ら
そ
の
方
法
を
学
び
取
ろ
う
と
し
た
。
と

こ
ろ
で
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
の
間
で
は
か
く
の
如
き
自
然
科
学
に
対
す
る
精
神
科
学
―
―
言
う
ま
で
も
な
く
文
学
史

は
精
神
科
学
に
属
す
る
と
見
ら
れ
る
―
―
の
固
有
性
乃
至
特
殊
性
を
一
層
深
く
、
哲
学
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
顕

著
な
る
傾
向
が
存
在
す
る
。
精
神
科
学
の
方
法
は
自
然
科
学
の
方
法
と
は
別
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え

ら
れ
る
。
科
学
の
一
つ
の
概
念
が
存
在
す
る
の
で
な
く
、
科
学
は
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
で
あ
っ
て
、
両
者
は

知
識
の
世
界
を
分
割
す
る
。
か
よ
う
な
立
場
か
ら
は
文
学
史
は
一
の
「
精
神
史
」
と
見
ら
れ
、
本
来
精
神
史
で
あ

る
べ
き
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
尤
も
文
学
史
を
精
神
の
歴
史
と
見
る
見
方
は
他
の
処
で
も
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば

ニ
ザ
ー
ル
（	 D

ésiré N
isard,	1806

―1888	

）
に
依
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
歴
史
は
フ
ラ
ン
ス
精
神
の
歴
史

で
あ
り
、
そ
の
研
究
の
対
象
は
、
存
続
せ
る
作
物
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
魂
で
あ
る
。
け
れ
ど
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も
ド
イ
ツ
人
が
「
精
神
」（	 G

eist	

）
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
或
る
特
殊
な
、
含
蓄
的
な
意
味
を
有
す
る
よ
う
に
、

そ
の
精
神
科
学
乃
至
精
神
史
の
概
念
も
或
る
特
殊
な
、含
蓄
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
、

彼
等
が
ド
イ
ツ
の
哲
学
的
並
び
に
文
学
的
発
展
を
地
盤
と
し
て
周
到
な
方
法
論
的
反
省
を
加
え
て
き
た
こ
と
は
、

と
も
か
く
も
現
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
科
学
の
重
要
な
業
績
の
一
つ
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
固
よ
り
精
神
科
学

的
方
法
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
を
広
く
解
す
れ
ば
、
そ
の
中
に
は
種
々
の
傾
向
が
含
ま
れ
て
い
る
。
我
々
は
そ
れ

を
一
般
に
文
学
史
の
ド
イ
ツ
的
方
法
論
と
称
す
る
こ
と
す
ら
で
き
よ
う
。
し
か
し
現
代
の
種
々
な
る
精
神
科
学
的

見
方
の
先
駆
的
指
導
者
と
し
て
広
汎
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
誰
よ
り
も
デ
ィ
ル
タ
イ
（	 W

ilhelm
  D

ilthey, 

1833―
1911	

）
で
あ
る
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
の
生
涯
の
哲
学
的
並
び
に
歴
史
的
労
作
に
よ
っ
て
精
神
科
学
の
方

法
論
に
基
礎
を
据
え
た
人
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
従
え
ば
、自
然
科
学
は
「
説
明
」
の
方
法
に
よ
る
に
反
し
て
、

精
神
科
学
の
方
法
は
「
理
解
」
の
方
法
で
あ
る
。
理
解
の
方
法
は
文
献
学
に
お
い
て
解
釈
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
神
科
学
的
方
法
の
基
礎
は
解
釈
学
的
方
法
（	 H

erm
eneutische M

ethode	

）
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
彼
の
哲
学
即
ち
い
わ
ゆ
る
「
生
の
哲
学
」
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
理
解
の
方
法
に
深
い
、

そ
し
て
確
か
な
基
礎
を
与
え
よ
う
と
し
た
。

理
解
と
は
、
外
部
よ
り
感
性
的
に
与
え
ら
れ
た
記
号
か
ら
し
て
内
部
を
把
捉
す
る
過
程
で
あ
る
。
こ
れ
が
理
解
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と
い
う
語
の
一
般
的
な
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
全
く
外
的
な
、
感
性
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
た
だ
比
喩
的

な
意
味
に
お
い
て
の
ほ
か
、
こ
れ
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ぬ
。
同
じ
よ
う
に
、
全
く
内
的
な
も
の
に
関

し
て
も
、
本
来
の
意
味
で
は
こ
れ
を
理
解
す
る
と
は
い
い
得
な
い
。
私
が
私
自
身
を
理
解
す
る
、
な
ど
と
い
う
と

き
、
そ
れ
は
た
だ
派
生
的
な
意
味
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
理
解
は
、
外
的
な
も

の
と
内
的
な
も
の
、
感
性
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
と
の
間
の
関
係
の
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
の
み
存
す
る

過
程
で
あ
る
。
こ
の
関
係
そ
の
も
の
は
内
面
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
と
き
外
的
な
も
の
は
内
的

な
も
の
の
、
感
性
的
な
も
の
は
精
神
的
な
も
の
の
「
表
現
」
と
い
わ
れ
る
。
外
的
な
も
の
と
内
的
な
も
の
と
は
一

の
全
体
に
統
一
さ
れ
て
い
て
、
我
々
は
た
だ
抽
象
的
に
の
み
こ
れ
を
分
離
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
実
は
外
的
な
も

の
が
即
ち
内
的
な
も
の
で
あ
り
、
精
神
的
な
も
の
が
即
ち
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
理
解
の
作

用
は
ま
た
、
理
解
さ
れ
る
も
の
に
対
し
て
何
か
外
か
ら
加
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
。
理
解
は
内
か
ら
理

解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
理
解
の
作
用
と
理
解
の
対
象
と
は
内
面
的
に
結
合
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け

れ
ど
も
単
に
内
か
ら
理
解
す
る
と
い
っ
た
だ
け
で
も
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
外
な
る
も
の
を
通
じ
て
内
な
る
も
の
を

把
捉
す
る
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
に
理
解
の
本
質
規
定
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
既
に
我
々
に
と
っ
て

二
つ
の
重
要
な
概
念
が
与
え
ら
れ
る
。
先
ず
全
体
の
概
念
で
あ
る
。
内
部
と
外
部
と
が
そ
こ
で
は
全
体
の
統
一
に
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お
い
て
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。し
か
も
理
解
の
作
用
は
こ
の
統
一
に
対
し
て
外
に
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
、

却
っ
て
そ
れ
み
ず
か
ら
こ
の
全
体
の
中
に
入
り
込
み
、
寧
ろ
そ
れ
が
こ
の
統
一
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
内

か
ら
は
た
ら
く
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
に
構
造
の
概
念
で
あ
る
。
も
し
も
全
体
が
単
な
る
全
体
で
、
そ

の
う
ち
に
外
的
な
も
の
と
内
的
な
も
の
と
の
構
造
を
含
ま
な
い
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
何
等
か
他
の
直

観
が
あ
る
に
し
て
も
、
特
に
理
解
の
過
程
と
い
わ
れ
る
も
の
は
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
理
解
は
こ
の
構

造
の
外
部
に
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
却
っ
て
理
解
そ
の
も
の
が
そ
の
発
展
の
過
程
に
お
い
て
内
か
ら
こ
の

構
造
を
形
成
し
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

理
解
は
人
間
の
生
活
の
極
め
て
広
汎
な
範
囲
に
亙
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
幼
児
の
片
言
の
理
解
か
ら
ハ
ム
レ
ッ
ト

や
理
性
批
判
の
理
解
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
我
々
は
身
振
、
音
楽
の
音
、
彫
刻
さ
れ
た
大
理
石
、
書
か
れ
た
文
字
、

そ
の
他
、
行
為
や
経
済
的
秩
序
や
社
会
制
度
な
ど
に
お
い
て
、
す
べ
て
人
間
精
神
を
理
解
す
る
。
そ
れ
ら
の
場
合

つ
ね
に
理
解
の
過
程
は
共
通
の
条
件
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
共
通
の
手
段
を
用
い
て
お
り
、
従
っ
て
共
通

の
特
徴
を
具
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
理
解
が
科
学
的
な
客
観
性
を
得
る
た
め
に
は
、
理
解
の
対
象
と
な
る
も

の
に
一
定
の
性
質
が
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
即
ち
、
対
象
は
固
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
く
し

て
我
々
が
絶
え
ず
そ
れ
に
還
っ
て
ゆ
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
そ
う
で
な
く
し
て
、
そ
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れ
が
つ
ね
に
動
揺
し
変
化
す
る
か
、
或
は
須
臾
に
し
て
消
え
去
っ
て
ゆ
く
か
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
我
々
の
理

解
を
統
制
し
も
し
く
は
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
客
観
性
を
確
立
す
る
に
至
る
べ
き
手
懸
と
支
持
点
と
を

有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
す
で
に
、
言
語
に
よ
る
制
作
物
は
す
ぐ
れ
た
性
質
を
具
え
て
い
る
。

先
ず
書
か
れ
記
さ
れ
た
言
語
、
文
字
に
お
い
て
人
間
の
生
活
の
一
切
は
最
も
よ
く
固
定
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
の
内
部
は
た
だ
言
語
に
お
い
て
の
み
、
自
己
の
完
全
な
、
普
遍
的
な
、

客
観
的
な
表
現
を
見
出
す
。
こ
こ
に
広
義
に
お
け
る
文
学
が
精
神
生
活
及
び
歴
史
の
理
解
に
対
し
て
有
す
る
甚
だ

重
要
な
る
意
味
が
存
す
る
。
文
学
史
は
優
越
な
意
味
に
お
い
て
精
神
史
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
詩
は

生
の
信
憑
す
べ
き
解
釈
で
あ
る
と
述
べ
、
文
学
が
生
の
解
釈
と
し
て
優
越
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
認
め
た
。
歴

史
上
の
記
念
物
、
事
件
の
原
因
な
ど
の
解
釈
に
し
て
も
、
文
字
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
関
係
し
て
初
め
て

満
足
な
結
果
に
導
か
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
文
書
に
お
い
て
保
存
さ
れ
た
人
間
的
存
在
の
遣
物
の
解
釈
が
あ
ら
ゆ
る

解
釈
の
技
術
と
方
法
の
中
心
を
占
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
解
釈
学
の
発
展
が
何
よ
り
も
言
語
の
本
質
に
つ
い
て
の

認
識
の
深
化
と
結
び
附
い
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
言
語
の
深
き
本
質
に
つ
い
て
理
解
を
有
す
る
こ
と

は
言
語
の
芸
術
た
る
文
学
及
び
そ
の
歴
史
の
研
究
者
に
と
っ
て
極
め
て
大
切
な
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

言
語
の
本
質
に
つ
い
て
の
、
ヘ
ル
ダ
ー
（	 Johann G

ottfried H
erder, 1744―

1803 

）、
ハ
ー
マ
ン
（Johann 
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G
eorg H

am
ann, 1730―

1788 

）
以
来
開
か
れ
た
洞
察
の
方
向
は
、
フ
ン
ボ
ル
ト
（W

ilhelm
 von	 H

um
boldt, 

1767―
1835

）
に
お
い
て
完
成
に
近
づ
く
に
至
っ
た
。
フ
ン
ボ
ル
ト
に
依
れ
ば
、「
言
語
は
諸
民
族
の
精
神
の
外

的
顕
現
で
あ
る
、
彼
等
の
言
語
は
彼
等
の
精
神
で
あ
り
、
彼
等
の
精
神
は
彼
等
の
言
語
で
あ
る
、
両
者
は
ど
れ
ほ

ど
ま
で
同
一
と
考
え
ら
れ
て
も
足
り
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
。」
各
々
の
言
語
は
一
民
族
が
到
達
し
た
世
界
観
の
一
定
の

段
階
の
産
物
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
を
単
に
物
質
的
欲
望
か
ら
の
み
生
れ
た
も
の
の
よ
う
に
見
る
こ
と
ほ
ど
誤
っ

た
こ
と
は
な
い
。
寧
ろ
人
類
は
彼
等
の
精
神
的
力
を
発
達
さ
せ
る
た
め
に
、
一
の
世
界
観
を
獲
得
す
る
た
め
に
、

言
語
を
必
要
と
し
た
。
人
間
は
彼
の
思
惟
を
他
の
人
間
と
の
共
同
の
思
惟
に
お
い
て
、
即
ち
言
語
を
通
じ
て
、
明

瞭
性
と
規
定
性
と
に
持
ち
来
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
世
界
観
に
到
達
す
る
。
言
語
の
生
産
に
あ
た
っ
て
精
神
は

そ
れ
に
自
己
の
活
動
の
形
式
を
賦
与
し
、
か
く
て
如
何
な
る
言
語
も
「
内
面
的
言
語
形
式
」
を
有
す
る
。
思
想
は

言
語
を
作
る
、
し
か
し
言
語
は
ま
た
思
想
を
作
る
器
官
で
あ
る
。
そ
し
て
個
人
に
お
い
て
言
語
は
そ
の
最
後
の
形

成
と
規
定
性
と
を
獲
得
す
る
。
ま
た
真
の
個
性
は
つ
ね
に
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
生
長
す
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト

に
と
っ
て
言
語
は
全
体
の
人
間
性
の
表
現
で
あ
る
。
そ
の
裡
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
は
固
よ
り
単
な
る
知
力
の
み

で
な
い
。
言
語
に
お
い
て
「
人
間
の
二
重
の
性
質
は
具
象
化
さ
れ
る
。」
そ
れ
は
人
間
の
有
限
性
と
無
限
性
と
の

間
の
、
外
界
と
内
界
と
の
間
の
、
個
人
と
国
民
と
の
間
の
、
過
去
と
現
在
と
の
間
の
媒
介
者
で
あ
る
。
言
語
は
人
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間
の
感
性
的
・
精
神
的
性
質
の
最
も
具
体
的
な
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
言
語
が
外
的
な
道
具
で
な
く
、

人
間
の
生
の
内
奥
、
彼
の
精
神
生
活
の
最
深
処
の
顕
現
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
解

釈
学
も
ま
た
自
己
の
課
題
と
そ
の
解
決
の
方
法
と
に
関
す
る
自
覚
に
お
い
て
著
し
い
進
歩
を
遂
げ
る
に
到
っ
た
。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
依
れ
ば
、
こ
の
進
歩
を
根
本
的
に
決
定
し
た
の
が
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
（	 Friedrich Ernst 

D
aniel Schleierm

acher, 1768―
1834 

）
の
功
績
で
あ
る
。
彼
以
前
の
解
釈
学
は
主
と
し
て
、
普
遍
妥
当
的
な
解

釈
の
目
的
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
個
々
の
規
則
の
集
積
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ

ッ
ハ
ー
は
こ
れ
ら
の
規
則
の
背
後
に
突
き
入
っ
て
、
理
解
そ
の
も
の
の
分
析
、
こ
の
目
的
活
動
の
認
識
に
ま
で
溯

り
、こ
の
認
識
か
ら
し
て
彼
は
普
遍
妥
当
的
な
解
釈
の
可
能
性
、そ
の
補
助
手
段
、限
界
、規
則
等
を
導
き
出
し
た
。

更
に
彼
は
理
解
を
そ
れ
の
文
学
的
制
作
過
程
そ
の
も
の
に
対
す
る
生
け
る
関
係
に
お
い
て
分
析
し
た
。
生
命
あ
る

文
学
作
品
を
産
む
と
こ
ろ
の
創
造
的
過
程
の
生
け
る
直
観
の
う
ち
に
、
彼
は
文
字
の
記
号
か
ら
し
て
作
品
の
全
体

を
理
解
す
る
他
の
過
程
の
認
識
に
対
す
る
諸
条
件
を
見
出
し
た
。
か
よ
う
に
し
て
理
解
の
分
析
は
解
釈
の
規
則
を

与
え
る
た
め
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
し
て
理
解
の
分
析
は
作
品
の
制
作
の
分
析
と
結
び
附
い
て
の
み
行
わ
れ
得
る
が

故
に
、
理
解
と
制
作
と
の
関
係
の
上
に
初
め
て
解
釈
学
は
そ
の
手
段
で
あ
る
と
こ
ろ
の
規
則
を
樹
て
る
こ
と
が
で

き
る
。シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
弟
子
の
有
名
な
文
献
学
者
ベ
エ
ク（	 A

ugust B
öckh, 1785―

1867 

【B
öeckh

】）
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は
こ
の
思
想
の
方
向
に
お
い
て
活
動
し
た
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
明
ら
か
に
見
た
よ
う
に
、
理
解
に
お
い

て
は
享
受
と
制
作
と
は
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
理
解
の
う
ち
に
は
、
自
己
の
個
性
を
他
の
個
性
の

直
観
に
よ
っ
て
補
足
し
よ
う
と
い
う
、
人
間
に
本
質
的
な
、
満
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
欲
望
が
そ
の
根
柢
に
存
し

て
い
る
。
理
解
は
か
よ
う
に
し
て
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
絶
え
ず
動
い
て
お
り
、
働
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
の
完
成
は
方
法
的
な
道
に
従
っ
て
生
命
あ
る
作
品
と
そ
れ
の
聯
関
と
を
作
者
の
精
神
に
お
い
て
理
解
す
る
と
い

う
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
ベ
エ
ク
も
い
っ
て
い
る
、「
文
献
学
は
実
に
生
の
第
一
の
諸
条
件
の
ひ
と
つ
で

あ
る
、
そ
れ
は
最
も
深
い
人
間
性
の
う
ち
に
そ
し
て
文
化
の
連
鎖
の
う
ち
に
根
源
的
な
る
も
の
と
し
て
発
見
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
養
あ
る
民
族
の
ひ
と
つ
の
根
本
衝
動
に
基
づ
い
て
い
る
。
教

養
な
き
民
族
も
ま
た	 φilosofei:n	
（
哲
学
す
る
）
し
得
る
、
し
か
し	 φilologei:n	

（
文
献
学
す
る
【
言
語
学
す
る
】）

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
文
献
学
は
生
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
り
、
発
展
で
あ
る
。

こ
こ
に
我
々
は
ド
イ
ツ
の
科
学
に
お
い
て
い
わ
れ
る
「
歴
史
的
意
識
」
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

歴
史
学
は
歴
史
的
意
識
に
よ
っ
て
活
か
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
意
識
と
は

如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。文
化
は
諸
目
的
聯
関
の
織
り
合
せ
で
あ
る
。そ
の
各
々
の
も
の
、言
語
、法
律
、神
話
、

宗
教
、
文
学
、
哲
学
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
内
面
的
な
法
則
性
を
有
し
、
こ
れ
が
そ
れ
の
構
造
を
規
定
し
、
こ
の
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構
造
が
そ
れ
の
発
展
を
規
定
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
文
化
は
歴
史
的
発
展
的
で
あ
る
。
言
語
に
し
て
も
出
来
上
っ
た
道

具
も
し
く
は
物
で
は
な
い
、
却
っ
て
そ
れ
は
各
々
の
瞬
間
に
生
成
し
、
発
展
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

死
せ
る
所
産
で
は
な
く
、
つ
ね
に
活
動
し
つ
つ
あ
る
生
産
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
フ
ン
ボ
ル
ト
の
根
本
的
見
解
で

あ
っ
た
。
し
か
る
に
か
く
の
如
き
発
展
は
ま
た
個
々
の
文
化
の
体
系
の
間
に
一
定
の
内
的
な
聯
関
を
樹
立
し
、
か

か
る
聯
関
の
う
ち
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
各
々
の
相
対
的
な
役
割
を
規
定
す
る
。
精
神
生
活
の
大
い
な
る
諸
形
態
は

交
互
作
用
の
関
係
に
お
い
て
歴
史
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
歴
史
的
意
識
は
ヘ
ー
ゲ
ル
（	 G

eorg 

W
ilhelm

 Friedrich H
egel, 1770―

1831 

）
や
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
よ
っ
て
明
瞭
な
学
問
的
意
識
に
ま
で

高
め
ら
れ
た
。
広
い
意
味
で
の
「
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
」
は
か
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
活
動
し
た
。
こ
の
派
の
人
々

に
よ
っ
て
、
す
で
に
自
然
生
長
的
に
一
の
聯
関
を
、
知
識
の
世
界
の
一
半
球
を
形
成
し
て
い
た
一
群
の
科
学
、
即

ち
法
律
学
、
国
家
学
、
経
済
学
、
宗
教
学
、
詩
学
な
ど
が
、
そ
れ
の
他
の
半
球
を
形
作
る
自
然
科
学
に
対
し
て
、

学
問
的
に
自
己
の
独
立
性
を
獲
得
し
、
自
己
の
固
有
性
を
証
明
し
、
そ
し
て
同
時
に
相
互
の
間
の
親
和
性
を
自
覚

す
る
に
到
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
解
釈
学
的
方
法
を
も
っ
て
そ
れ
ら
の
歴
史
的
諸
科
学
の
共
通
な
、
基
本
的
な
方
法

と
看
做
し
得
る
根
拠
も
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
し
ば
し
ば
自
分
が
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
か
ら
出
た

者
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
文
学
史
に
関
し
て
い
え
ば
、
歴
史
的
意
識
は
文
学
を
発
展
的
に
見
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る
こ
と
を
要
求
す
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
一
時
代
の
文
学
を
そ
の
時
代
の
他
の
諸
文
化
と
の
聯
関
に
お
い
て
考
察

す
る
こ
と
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
書
い
て
い
る
、「
政
治
的
歴
史
、
国
法
、
芸
術
、
宗
教

の
哲
学
に
対
す
る
関
係
は
そ
れ
故
に
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
哲
学
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
、
も
し
く
は
反
対

に
、
哲
学
が
そ
れ
ら
の
も
の
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
関
係
で
は
な
い
。
却
っ
て
寧
ろ
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も

の
は
一
の
同
一
の
共
通
な
る
根
―
―
時
代
の
精
神
―
―
を
も
っ
て
い
る
。」
即
ち
交
互
作
用
の
関
係
に
あ
る
文
化

の
諸
形
態
は
、
そ
れ
の
存
在
を
規
定
し
、
ま
た
か
か
る
交
互
作
用
の
可
能
性
を
も
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば

第
三
の
も
の
か
ら
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
の
が
彼
の
意
見
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
れ
ば
、
か
か
る
第

三
の
も
の
と
は
イ
デ
ー
、
そ
れ
の
特
殊
な
る
規
定
性
と
し
て
の
「
時
代
精
神
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
歴
史
の
根
柢

で
あ
り
、
種
々
な
る
歴
史
現
象
の
交
互
作
用
の
根
拠
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
デ
ー
と
い
っ
た
も
の
は
デ
ィ
ル
タ

イ
に
お
い
て
よ
り
実
証
的
な
生
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
生
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ

て
も
決
し
て
単
に
生
物
学
的
な
意
味
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
「
精
神
生
活
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
歴
史

的
世
界
は
彼
に
と
っ
て
精
神
的
世
界
を
意
味
し
て
い
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
の
根
本
命
題
は
、「
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
惟

は
生
の
背
後
に
溯
り
得
な
い
。
生
そ
の
も
の
、
我
々
が
そ
の
背
後
に
溯
り
得
ぬ
生
命
性
は
、
も
ろ
も
ろ
の
聯
関
を
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含
み
、
こ
れ
に
お
い
て
更
に
一
切
の
経
験
と
思
惟
と
が
顕
に
な
る
。
生
と
経
験
の
う
ち
に
思
惟
の
諸
形
式
、
諸
原

理
及
び
諸
範
疇
に
お
い
て
現
れ
る
全
聯
関
が
含
ま
れ
て
い
る
が
故
に
、
ま
た
こ
の
聯
関
が
た
だ
生
と
経
験
に
お
い

て
分
析
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
が
故
に
、
現
実
的
な
も
の
の
認
識
は
可
能
で
あ
り
得
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
超

越
的
な
諸
表
象
を
排
し
て
世
界
を
世
界
そ
の
も
の
か
ら
解
釈
す
る
と
い
う
、
ル
ネ
サ
ン
ス
こ
の
か
た
、
ブ
ル
ー
ノ

（	 G
iordano B

runo, 1548―
1600	

）
か
ら
ゲ
ー
テ
へ
の
発
展
の
研
究
に
お
い
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
確
か
め
て
き
た

と
こ
ろ
の
、
か
の
此
岸
性
の
思
想
が
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
の
立
場
で
も
あ
っ
た
。
し
か
る
に
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら

理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
空
虚
な
同
語
反
覆
で
あ
る
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
一
切
の
文
化
、
歴

史
的
世
界
、
或
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
客
観
的
精
神
が
生
の
表
現
も
し
く
は
生
の
客
観
化
と
し
て
生
そ
の
も
の

か
ら
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
こ
の
生
そ

の
も
の
の
表
現
を
そ
の
多
様
さ
と
深
さ
に
お
い
て
把
握
す
る
と
い
う
飽
く
こ
と
な
き
努
力
の
う
ち
に
私
は
生
長
し

た
。」
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
自
己
の
学
問
的
生
涯
を
回
顧
し
つ
つ
い
っ
て
い
る
。
か
く
の
如
き
理
解
の
課
題
が
方
法

的
に
遂
行
さ
れ
得
る
た
め
に
は
、
生
と
そ
れ
の
体
験
が
学
問
的
分
析
に
堪
え
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も

し
生
に
し
て
単
に
直
接
的
な
、
神
秘
的
な
直
観
に
よ
っ
て
の
み
捉
え
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ

れ
は
学
問
の
原
理
と
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
従
え
ば
、
生
は
我
々
に
直
接
的
に
で
は
な
く
、
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却
っ
て
思
惟
の
客
観
化
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
生
が
思
惟
の
分
析
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
得
る

の
は
、
そ
の
如
何
な
る
性
格
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
。
生
の
歴
史
性
と
い
う
こ
と
こ
そ
ま
さ
に
こ
の
問
に
答
え
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
生
は
本
質
的
に
歴
史
的
で
あ
り
、
人
間
は
つ
ね
に
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
人

間
の
歴
史
的
性
質
は
彼
の
よ
り
高
い
性
質
一
般
で
あ
る
。」
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
書
い
て
い
る
。
生
は
歴
史
的
で
あ

る
か
ら
し
て
、
生
の
理
解
は
分
析
的
で
あ
り
、
客
観
的
で
あ
り
得
る
。
ま
た
こ
の
根
源
的
な
性
質
の
た
め
に
、
生

は
客
観
的
精
神
に
ま
で
発
展
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
故
に
、
文
化
の
歴
史
は
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
さ
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
根
本
的
要
請
は
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
故
に
、
歴
史
的
世
界
の
理
解

は
即
ち
生
そ
の
も
の
の
理
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
歴
史
を
通
じ
て
の
み
生
は
認
識
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。「
人
間
が
何
で
あ
る
か
は
た
だ
歴
史
の
み
が
語
る
。
歴
史
的
研
究
を
見
棄
て
る
こ
と
は
人
間
の
認
識
を

断
念
す
る
こ
と
で
あ
る
。」
人
間
が
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
彼
は
実
に
、
自
己
に
つ
い
て
の
瞑
想
に
よ
っ
て
知
る

の
で
も
な
く
、
ま
た
心
理
学
的
実
験
に
よ
っ
て
知
る
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
歴
史
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
既
に
初
め
に
理
解
と
理
解
さ
れ
る
も
の
と
が
一
の
全
体
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
ま
た
理
解
に
お
い

て
は
全
体
が
内
部
と
外
部
と
い
う
構
造
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
。
デ
ィ

ル
タ
イ
の
い
う
生
と
は
か
よ
う
な
構
造
付
け
ら
れ
た
全
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
て
生
は
、
解
釈
学
的
見
地
よ
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り
見
る
と
き
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
三
つ
の
方
向
も
し
く
は
契
機
を
自
己
の
う
ち
に
含
む
全
体
で
あ
る
。
こ
の

第
一
の
契
機
は
「
体
験
」
で
あ
る
。
体
験
と
は
存
在
が
私
に
と
っ
て
そ
こ
に
あ
る
特
殊
な
仕
方
で
あ
る
。
す
べ
て

私
に
と
っ
て
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
、
私
の
意
識
の
事
実
で
あ
る
と
い
う
最
も
一
般
的
な
条
件
の
も
と
に
立
っ
て
い

る
。
我
々
は
我
々
の
内
部
に
お
い
て
多
様
な
る
過
程
、
感
覚
、
表
象
、
感
情
、
衝
動
、
意
志
等
を
感
知
す
る
。
こ

れ
ら
の
諸
過
程
は
相
互
に
一
つ
の
「
構
造
聯
関
」
に
結
合
さ
れ
て
い
る
。
愛
す
る
者
の
死
は
構
造
的
に
特
殊
な
仕

方
を
も
っ
て
悲
し
み
と
結
び
付
く
。
私
が
そ
れ
に
つ
い
て
悲
し
み
を
感
ず
る
も
の
と
関
係
さ
せ
ら
れ
て
、
知
覚
ま

た
は
表
象
と
悲
し
み
と
の
こ
の
構
造
的
な
結
合
が
体
験
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
実
在
と
し
て
私
の
う
ち
に
現
れ
る
こ

の
構
造
的
聯
関
が
実
在
と
し
て
含
む
一
切
の
も
の
が
体
験
な
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
依
れ
ば
、
我
々
の
精
神

的
構
造
の
中
心
を
な
す
も
の
は
諸
衝
動
と
諸
感
情
の
束
で
あ
る
。
も
ろ
も
ろ
の
印
象
は
こ
の
中
心
か
ら
与
え
ら
れ

た
感
情
の
色
取
に
よ
っ
て
、
注
意
の
う
ち
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
、
知
覚
と
そ
の
記
憶
及
び
思
想
系
列
と
の
結
合
は

形
成
さ
れ
、
次
に
そ
れ
ら
の
も
の
に
存
在
の
高
揚
或
は
苦
痛
、
恐
怖
、
憤
怒
が
結
び
付
く
。
か
よ
う
に
し
て
我
々

の
存
在
の
深
奥
の
一
切
は
動
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
し
て
更
に
、
苦
痛
よ
り
希
望
へ
の
推
移
、
更
に
こ
の

も
の
の
欲
求
へ
の
、
有
意
的
行
為
を
喚
び
起
す
他
の
系
列
の
情
緒
へ
の
推
移
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
重
要
な
こ

と
は
、
一
の
状
態
か
ら
他
の
状
態
へ
の
推
移
、
一
か
ら
他
へ
導
く
と
こ
ろ
の
動
作
が
ま
た
そ
れ
自
身
内
的
経
験
に
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属
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
構
造
的
聯
関
そ
の
も
の
は
体
験
さ
れ
る
。
つ
ね
に
現
実
的
に
体
験
さ
れ
る
全

体
的
な
聯
関
が
絶
え
ず
個
々
の
心
的
過
程
の
う
ち
に
は
た
ら
く
が
故
に
、
心
的
過
程
は
体
験
と
し
て
実
在
で
あ
る

の
で
あ
る
。
体
験
は
単
な
る
現
象
で
な
く
、「
精
神
生
活
」
と
し
て
充
実
し
た
現
実
性
を
有
す
る
。
精
神
生
活
は

部
分
も
し
く
は
要
素
か
ら
合
成
さ
れ
た
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
根
源
的
に
そ
し
て
つ
ね
に
優
越
な
意
味
に
お
け
る

統
一
で
あ
る
。
精
神
生
活
に
お
い
て
は
聯
関
は
第
一
次
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
生
け
る
構
造
が
つ
ね
に
現
実
的

に
我
々
の
う
ち
に
作
用
し
、
意
識
の
中
に
見
出
さ
れ
る
表
象
や
状
態
が
つ
ね
に
こ
の
も
の
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
各
々
の
心
的
過
程
は
孤
立
し
た
要
素
で
な
く
、
却
っ
て
全
体
に
お
け
る
一
の
機
能
ま
た
は
仕
事
と
な
る
。

精
神
に
お
け
る
一
の
過
程
は
つ
ね
に
同
時
に
一
の
「
形
成
過
程
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
精
神
生
活
の
全
体
の
聯
関
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
こ
の
も
の
に
作
用
さ
れ
て
、
ひ
と
つ
の
内
的
な
変
化
と
生
長
と
を
成
就
す
る
。
か
よ
う
に
し

て
現
実
に
ひ
と
つ
の
知
覚
も
し
く
は
表
象
が
現
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
感
情
に
よ
っ
て
貫
か
れ
、
彩
ら
れ
、
生
か
さ

れ
て
い
る
、
感
情
と
興
味
の
分
配
、
こ
れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
注
意
が
、
他
の
原
因
と
共
に
、
そ
れ
の
出
現
、

そ
れ
の
存
続
、
そ
れ
の
消
滅
を
規
定
す
る
。
一
の
心
像
の
運
命
は
感
情
と
注
意
の
分
配
に
依
存
し
て
い
る
。
か
く

て
心
像
も
ま
た
ひ
と
つ
の
衝
動
的
な
力
を
獲
る
。
そ
れ
は
生
命
で
あ
り
、
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
成
し
、
発
展

し
、
消
滅
す
る
。
全
体
の
構
造
聯
関
が
体
験
の
う
ち
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
現
在
の
体
験
は
そ
の
う
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ち
に
含
ま
れ
る
諸
契
機
の
故
に
、
私
の
過
去
に
お
い
て
構
造
的
に
こ
れ
ら
の
諸
契
機
と
結
合
し
て
い
た
体
験
へ
と

連
れ
て
ゆ
く
、
ま
た
他
の
諸
契
機
は
未
来
へ
と
導
く
。
体
験
さ
れ
た
も
の
の
憶
起
さ
れ
た
も
の
へ
の
、
並
び
に
希

望
、
期
待
、
配
慮
、
欲
求
に
お
い
て
現
れ
る
未
来
的
な
も
の
へ
の
こ
の
関
係
は
、
私
を
後
方
へ
ま
た
前
方
へ
牽
い

て
ゆ
く
。
こ
の
牽
引
に
よ
っ
て
、
聯
関
に
あ
っ
て
力
と
し
て
働
く
も
の
は
「
現
在
性
」
と
し
て
の
固
有
な
性
格
を

獲
得
す
る
。
体
験
は
一
の
動
的
統
一
で
あ
る
。
そ
の
構
造
は
つ
ね
に
過
程
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

単
な
る
現
在
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
現
在
の
意
識
の
う
ち
に
過
去
と
未
来
と
を
抱
く
。
生
の
基
本
的
な
、
範
疇
的

な
規
定
と
し
て
の
「
時
間
性
」
は
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ま
た
体
験
が
つ
ね
に
与
え
ら
れ
た

特
殊
か
ら
全
体
へ
と
進
む
の
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
生
の
範
疇
と
し
て
最
も
根
本
的
な
「
意
味
」
の
範
疇

が
与
え
ら
れ
る
。
意
味
の
範
疇
は
、
生
の
本
質
の
う
ち
に
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
生
の
部
分
の
全
体

に
対
す
る
関
係
を
現
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
を
我
々
は
、
恰
も
文
章
に
お
け
る
単
語
の
意
味
が
そ
の
前
後
の
関
係

か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
記
憶
と
未
来
の
可
能
性
に
よ
っ
て
認
識
す
る
。
意
味
関
係
の
本
質
は
、
時
間
の
経
過

の
う
ち
に
あ
っ
て
、
生
の
構
造
の
基
礎
の
上
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
生
の
過
程
の
形
成
が
含
む
と
こ
ろ
の
諸
関
係

の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
生
の
構
造
の
中
心
を
な
す
も
の
は
衝
動
の
束
で
あ
っ
た
。
こ
の
も
の
は

す
べ
て
の
方
面
に
、
不
快
と
欲
望
の
感
情
、
努
力
と
意
欲
と
の
聯
関
に
お
い
て
、
自
己
を
放
射
す
る
。
こ
の
構
造
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に
お
い
て
は
そ
の
諸
部
分
は
そ
れ
の
結
合
が
衝
動
の
満
足
と
幸
福
を
喚
び
起
し
、
苦
痛
を
防
ぎ
妨
げ
る
よ
う
に
結

び
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
そ
こ
で
は
聯
関
は
目
的
聯
関
で
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
精
神
生
活
の
基
本
的
編

制
を
な
す
部
分
と
全
体
と
の
各
々
の
関
係
は
「
合
目
的
性
」
を
担
う
。
合
目
的
的
関
係
は
生
の
経
過
の
う
ち
に
内

在
し
て
い
る
。
こ
こ
に
「
発
展
」
が
生
の
範
疇
の
ひ
と
つ
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
発
展
と
い
う
こ
と
も
ま
た
構
造

の
聯
関
が
根
柢
に
あ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。

生
の
第
二
の
方
面
も
し
く
は
契
機
は
「
表
現
」
で
あ
る
。
体
験
が
い
わ
ば
生
の
内
化
の
方
向
で
あ
る
に
反
し
て
、

表
現
は
い
わ
ば
そ
れ
の
外
化
の
方
向
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
後
の
も
の
を
ま
た
「
生
の
客
観
化
」
と
も
呼

ん
で
い
る
。
生
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
無
限
な
る
内
化
の
傾
向
と
共
に
無
限
な
る
外
化
の
傾
向
を
含
ん
で
い
る
。

そ
こ
で
は
最
も
縁
な
き
も
の
と
見
ゆ
る
外
物
も
体
験
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
と
共
に
、
ま
た
意
識

の
照
し
能
わ
ぬ
最
も
深
き
内
奥
も
表
現
に
顕
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
。
蓋
し
生
は
自
体
に
お
い
て
は
一
の
精
神
物

理
的
統
一
で
あ
る
。
ひ
と
が
精
神
的
な
も
の
及
び
身
体
的
な
も
の
と
し
て
分
離
し
て
い
る
も
の
は
、
生
の
事
実
に

お
い
て
は
分
割
さ
れ
な
い
全
体
で
あ
る
。
生
は
両
者
の
生
け
る
聯
関
を
含
む
。
我
々
は
我
々
自
身
自
然
で
あ
る
、

そ
し
て
自
然
は
我
々
の
う
ち
に
無
意
識
的
に
、
暗
き
衝
動
に
お
い
て
は
た
ら
く
。
意
識
の
諸
状
態
は
身
振
、
顔
付
、

言
語
な
ど
の
う
ち
に
絶
え
ず
自
己
を
表
現
す
る
。
生
は
単
な
る
精
神
で
な
く
同
時
に
身
体
で
あ
る
が
故
に
、
生
の
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原
始
的
な
、
根
本
的
な
構
造
は
、
人
間
と
彼
の
環
境
と
の
間
の
作
用
聯
関
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
精
神
生
活
の
構

造
は
、
生
の
統
一
体
が
そ
の
う
ち
に
生
活
す
る
環
境
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
そ
し
て
更
に
そ
の
環
境
の
上
に
作
用

し
返
し
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
内
的
状
態
の
編
制
を
意
味
す
る
。
し
か
る
に
人
間
が
環
境
と
作
用
聯
関
に
立
っ
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
表
現
は
特
殊
な
性
質
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
我
々
は
先
ず
人
間
が
自
然
か
ら
規
定
さ
れ

て
い
る
の
を
見
出
す
。
個
々
の
人
間
の
発
達
、
並
び
に
地
上
に
お
け
る
人
類
の
分
布
及
び
歴
史
に
お
け
る
そ
の
運

命
は
、
自
然
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
人
間
に
と
っ
て
は
従
っ
て
諸
目
的
そ
の
も
の
の
形
成
に
関

し
て
自
然
過
程
と
そ
の
性
質
と
が
指
導
的
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
は
、
人
間
に
と
っ
て
自
然
の
全
聯
関

は
そ
れ
ら
の
諸
目
的
の
実
現
に
対
す
る
手
段
の
体
系
と
し
て
協
働
す
る
。
目
的
は
そ
の
手
段
を
自
然
の
条
件
の
中

に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
精
神
の
創
造
力
が
外
界
に
お
い
て
生
産
す
る
変
化
が
如
何
に
些
々
た
る
も
の
で
あ
る

に
せ
よ
、
し
か
も
こ
の
も
の
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
を
通
じ
て
か
く
創
造
さ
れ
た
価
値
が
ま
た
他
の
諸
精
神
に
と

っ
て
も
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
媒
介
は
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
地
動
説
の
方
向
に
お
け
る
古
代
人
の
深
き
思
惟
労

作
の
物
質
的
残
滓
と
し
て
遺
さ
れ
た
数
葉
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
手
に
入
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
我
々
の
世
界
観
に
お

け
る
革
命
の
出
発
点
と
な
っ
た
。
個
人
か
ら
個
人
へ
物
質
的
過
程
の
媒
介
を
通
じ
て
放
射
す
る
作
用
の
う
ち
い
と

小
さ
き
も
の
と
雖
も
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
た
だ
社
会
的
世
界
に
お
け
る
同
形
的
な
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結
果
が
結
び
合
う
場
合
に
の
み
、
我
々
に
明
瞭
な
力
強
い
言
葉
を
も
っ
て
話
し
掛
け
る
と
こ
ろ
の
事
実
が
生
成
す

る
。
個
人
の
間
の
持
続
的
な
関
係
か
ら
生
れ
出
る
事
実
は
恒
常
な
形
態
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
の
如
き
も

の
の
う
ち
或
る
も
の
は
、
人
間
性
の
一
の
要
素
に
基
づ
き
、
従
っ
て
持
続
的
な
目
的
が
、
個
々
の
個
人
に
お
け
る

心
的
活
動
を
相
互
関
係
に
立
た
せ
、
か
く
て
一
の
目
的
聯
関
に
結
合
す
る
と
き
に
生
成
す
る
。
次
に
或
る
他
の
も

の
は
、
持
続
的
な
原
因
が
、
そ
れ
が
自
然
の
組
織
の
う
ち
に
あ
る
に
せ
よ
、
も
し
く
は
人
間
性
を
動
か
す
目
的
の

う
ち
に
あ
る
に
せ
よ
、
も
ろ
も
ろ
の
意
志
を
一
の
全
体
へ
の
拘
束
に
結
合
す
る
と
き
に
生
成
す
る
。
初
め
の
も
の

を
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
文
化
の
諸
体
系
」
と
名
附
け
、
こ
れ
に
は
芸
術
、
科
学
、
宗
教
等
が
属
す
る
。
後
の
も
の
は

人
類
が
自
己
み
ず
か
ら
に
与
え
た
「
外
的
組
織
」
で
あ
っ
て
、
支
配
と
隷
属
、
及
び
共
同
な
ど
の
如
き
根
本
関
係

に
お
い
て
組
織
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
国
家
、
教
会
、
家
族
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
文
化
の
諸
体
系
と
外
的
組
織

と
は
た
だ
相
対
的
に
独
立
で
あ
り
、
現
実
に
お
い
て
は
両
者
は
生
け
る
聯
関
に
立
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
文
化
形

態
は
、
多
数
の
主
観
の
う
ち
に
存
在
す
る
一
の
事
態
を
、
従
っ
て
こ
れ
ら
の
主
観
の
う
ち
に
あ
っ
て
繰
り
返
さ
れ

る
同
形
的
な
も
の
、
一
般
的
な
も
の
を
現
す
の
み
で
な
く
、
同
時
に
ま
た
そ
れ
ら
の
個
人
が
ま
さ
に
こ
の
事
態
に

よ
っ
て
相
互
に
結
合
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
一
の
内
的
聯
関
を
現
し
て
い
る
。

今
の
場
合
我
々
に
と
っ
て
特
に
関
係
が
あ
る
の
は
文
化
の
諸
体
系
で
あ
る
。
各
々
の
体
系
は
人
間
の
一
定
の
、
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も
ろ
も
ろ
の
変
容
の
う
ち
に
繰
り
返
さ
れ
る
要
素
に
基
づ
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
芸
術
は
人
間
性
の
ひ
と
つ
の

要
素
と
し
て
の
想
像
の
能
力
に
基
づ
い
て
い
る
、
し
か
も
そ
れ
の
創
造
の
う
ち
に
は
人
間
性
の
全
体
の
富
が
は
た

ら
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
体
系
は
そ
の
十
分
な
実
在
性
と
客
観
性
と
を
、
外
界
が
速
か
に
過
ぎ
去
っ
て
行
く
個

人
の
活
動
を
永
続
的
に
保
存
し
媒
介
し
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
体
系
の

目
的
に
従
っ
て
価
値
あ
る
よ
う
に
形
作
ら
れ
た
外
界
の
諸
要
素
と
、
生
き
生
き
と
し
た
、
け
れ
ど
も
過
ぎ
去
り

易
い
個
人
の
精
神
的
活
動
と
の
こ
の
結
合
が
、
こ
の
体
系
に
個
人
自
身
か
ら
独
立
な
外
的
持
続
性
と
客
観
性
の
性

格
と
を
賦
与
す
る
。
か
く
し
て
文
化
の
体
系
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
・
社
会
的
実
在
に
属
す
る
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
世
界
は
ま
こ
と
に
精
神
生
活
の
表
現
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
客
観
化
は
、
本
来
、
多
く
の
個
人
の
精
神
的
活
動
を
貫
く
同
形
性
（	 G

leichförm
igkeit	

）
ま
た
は
同
質
性

（G
leichartigkeit

）
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
個
人
は
生
の
舞
台
に
現
れ
て
は
消
え
る
、
し
か
る
に
文
化
の
諸
体

系
は
絶
え
ず
存
立
す
る
、
各
々
の
時
代
に
お
い
て
人
間
性
の
内
容
と
富
と
は
こ
の
も
の
に
注
ぎ
込
ま
れ
る
。
と
こ

ろ
で
歴
史
的
・
社
会
的
実
在
は
我
々
に
と
っ
て
自
然
の
如
く
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
自
然
は
我
々
に
対
し
て
黙
し

て
い
る
。
歴
史
的
・
社
会
的
実
在
は
我
々
は
こ
れ
を
我
々
の
全
本
質
の
一
切
の
力
を
も
っ
て
体
験
す
る
、
な
ぜ
な

ら
我
々
は
我
々
自
身
の
う
ち
に
お
い
て
こ
の
実
在
の
体
系
を
作
り
上
げ
る
も
ろ
も
ろ
の
状
態
と
力
と
を
、
最
も
生
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き
生
き
し
た
不
安
に
お
い
て
感
知
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
我
々
と
歴
史
的
・
社
会
的
実
在
と
の
間
に
は
つ
ね

に
最
も
密
接
な
、
最
も
力
強
い
作
用
聯
関
が
成
立
し
て
い
る
。「
我
々
が
生
の
経
験
に
お
い
て
所
有
す
る
人
間
世

界
は
、
我
々
に
は
、
芸
術
、
歴
史
及
び
抽
象
的
諸
科
学
に
よ
っ
て
、
高
め
ら
れ
た
意
識
に
持
ち
来
た
さ
れ
る
。
我
々

の
各
々
の
者
の
生
は
、
そ
の
最
も
深
き
諸
交
渉
に
お
い
て
、
た
だ
造
形
美
術
、
物
語
、
詩
、
歴
史
叙
述
及
び
科
学

的
思
惟
の
こ
の
雰
囲
気
の
な
か
に
お
い
て
の
み
休
憩
し
、
生
長
し
、
自
己
を
形
成
し
得
る
。
そ
れ
故
に
生
そ
の
も

の
は
、
我
々
が
そ
の
こ
と
を
み
ず
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、
つ
ね
に
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。

人
間
の
顔
付
を
読
み
、
姿
や
身
振
を
判
ず
る
こ
と
に
お
い
て
、
画
家
が
我
々
の
教
師
で
あ
っ
た
。
詩
人
は
人
間
を

理
解
す
る
た
め
の
我
々
の
器
官
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
等
は
如
何
に
我
々
が
恋
愛
や
結
婚
に
お
い
て
ま
た
友
達
に
対

し
て
振
舞
う
か
と
い
う
仕
方
に
影
響
を
与
え
る
。」
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
い
っ
て
い
る
。

生
の
第
三
の
方
面
も
し
く
は
契
機
は
「
理
解
」
で
あ
る
。
体
験
は
生
の
内
化
の
方
向
で
あ
り
、
表
現
は
そ
れ
の

外
化
の
方
向
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
理
解
は
そ
れ
ら
の
統
一
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
よ
う
。
蓋
し
理
解
は
外
的
な
も
の

の
内
的
な
も
の
へ
の
帰
入
で
あ
り
、
内
的
な
も
の
の
外
的
な
も
の
へ
の
移
入
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
を

一
層
動
的
に
見
る
な
ら
ば
、
内
的
な
る
生
は
自
己
を
表
現
に
お
い
て
外
化
し
、
か
く
外
化
し
た
生
は
理
解
に
お
い

て
再
び
内
化
さ
れ
る
が
故
に
、
理
解
は
生
の
自
己
自
身
へ
還
り
行
く
過
程
と
看
做
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
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う
。
理
解
は
生
に
対
し
て
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
見
方
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に

基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
生
は
本
質
的
に
客
観
化
の
傾
向
を
有
す
る
か
ら
、
理
解
と
い
う
生
の
特
殊
な
傾
向

は
必
然
的
に
要
求
さ
れ
る
。
我
々
の
精
神
物
理
的
本
質
の
う
ち
に
我
々
に
と
っ
て
内
と
外
と
の
関
係
は
与
え
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
を
我
々
は
到
る
処
へ
移
し
込
む
。
我
々
は
我
々
の
状
態
を
外
的
な
形
象
に
よ
っ
て
暗
示
し
も
し
く

は
感
性
化
す
る
、
そ
し
て
我
々
は
外
的
形
象
を
内
的
状
態
に
よ
っ
て
生
命
あ
ら
し
め
も
し
く
は
精
神
化
す
る
。
こ

こ
に
神
話
や
形
而
上
学
、
し
か
し
何
よ
り
も
詩
の
力
強
い
根
源
が
あ
る
。
か
く
し
て
次
に
一
切
の
客
観
的
歴
史
的

形
態
は
実
に
体
験
の
表
現
で
あ
る
か
ら
、
外
か
ら
内
へ
の
理
解
の
過
程
は
現
実
的
に
可
能
で
あ
る
。「
な
ぜ
な
ら

こ
の
体
験
さ
れ
得
る
も
の
の
う
ち
に
生
の
あ
ら
ゆ
る
価
値
は
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
も
の
の
周
り
を
歴
史
の
全
体

の
外
的
な
騒
擾
は
回
転
す
る
。」
個
人
の
う
ち
に
内
的
知
覚
に
よ
り
そ
の
全
内
容
性
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
る

も
の
と
、
彼
の
外
部
に
お
い
て
こ
の
歴
史
的
・
社
会
的
実
在
を
作
っ
た
も
の
と
は
、
同
一
で
あ
る
。「
人
間
歴
史

に
お
い
て
働
い
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
は
人
間
の
内
面
に
お
い
て
も
ま
た
働
い
て
い
る
。」（
フ
ン
ボ
ル
ト
）。
そ

れ
故
に
理
解
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
人
間
歴
史
に
お
い
て
感
性
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
し
て
理
解
は
、
感
性

に
決
し
て
現
れ
る
こ
と
な
く
、し
か
も
外
的
な
も
の
の
う
ち
に
自
己
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
へ
還
っ
て
行
く
。

寧
ろ
外
部
及
び
内
部
と
い
う
一
対
の
概
念
の
意
味
は
我
々
に
と
っ
て
理
解
に
よ
っ
て
初
め
て
解
明
さ
れ
て
与
え
ら
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れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
理
解
に
お
い
て
、
生
の
感
性
的
現
象
と
こ
の
も
の
を
生
産
し
そ
し
て
こ
の

も
の
の
う
ち
に
自
己
を
顕
現
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
の
間
に
、
成
立
す
る
関
係
を
現
す
。
た
だ
理
解
の
達
す
る
限

り
に
お
い
て
の
み
、
外
部
と
内
部
と
の
関
係
は
存
在
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
理
解
は
単
な
る
知
的
活
動
で
は

な
い
。
そ
こ
で
は
全
体
の
人
間
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
単
に
理
知
の
強
力
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
人
格
的
生
活
が

強
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

右
の
如
く
に
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
精
神
科
学
の
基
礎
附
け
の
根
本
概
念
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
精
神
科

学
は「
自
然
生
長
的
に
、生
そ
の
も
の
の
課
題
か
ら
し
て
」発
展
し
て
き
た
。
そ
れ
の
対
象
は
一
般
に
人
間
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
人
間
と
雖
も
、
そ
れ
が
知
覚
と
表
象
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
に
と
っ

て
ひ
と
つ
の
物
理
的
事
実
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
然
科
学
的
認
識
に
入
る
こ
と
が
で

き
、
ま
た
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
精
神
科
学
の
対
象
と
し
て
人
間
は
、
彼
の
諸
状
態
が
体
験
さ
れ
る
限
り

に
お
い
て
の
み
、
こ
の
も
の
が
生
の
諸
外
化
の
う
ち
に
表
現
に
達
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の

諸
表
現
が
理
解
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
存
在
す
る
。
体
験
、
表
現
及
び
理
解
の
こ
の
聯
関
は
、
単
に
人
間

が
自
己
を
伝
達
す
る
身
振
や
顔
付
や
言
語
を
包
括
す
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
社
会
的
諸
形
態
に
お
け
る
精
神
の
諸

客
観
化
を
も
包
括
す
る
。
か
く
て
次
の
如
き
全
く
原
理
的
な
命
題
が
成
立
す
る
。「
こ
の
よ
う
に
し
て
到
る
処
に
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お
い
て
体
験
、
表
現
及
び
理
解
の
聯
関
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
が
精
神
科
学
的
対
象
と
し
て
我
々
に
と
っ
て
そ

こ
に
あ
る
と
こ
ろ
の
手
続
で
あ
る
。」
精
神
科
学
は
ま
さ
に
か
く
の
如
き
聯
関
に
お
い
て
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
聯
関
に
よ
っ
て
精
神
科
学
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
は
構
成
さ
れ
る
。
ま
た
そ
こ
に
我
々
は
精
神
科
学
を
他
の

種
類
の
科
学
か
ら
区
別
し
得
る
明
瞭
な
標
識
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。ひ
と
つ
の
科
学
は
、そ
れ
の
対
象
が
我
々

に
体
験
、
表
現
及
び
理
解
の
聯
関
の
う
ち
に
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
場
合
に
の

み
、
精
神
科
学
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
対
象
が
如
何
に
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
対
象
が
如
何
に
研
究
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と

を
規
定
す
る
。
言
い
換
え
る
と
、
対
象
の
存
在
様
式
は
対
象
の
研
究
方
法
を
規
定
す
る
。
そ
こ
で
精
神
科
学
は
、

対
象
が
体
験
と
し
て
与
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
こ
れ
を
研
究
す
る
心
理
学
、
そ
し
て
対
象
が
表
現
と
し
て
与
え

ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
こ
れ
を
研
究
す
る
歴
史
学
、こ
れ
ら
二
つ
の
科
学
の
方
法
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
体
験
と
表
現
と
は
理
解
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
、そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
は
現
実
的
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

精
神
科
学
に
と
っ
て
は
「
歴
史
的
分
析
と
心
理
的
分
析
と
の
結
合
」
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
結
合
が
精
神
科
学
の

具
体
的
な
方
法
と
し
て
の
解
釈
学
で
あ
る
。
精
神
科
学
的
方
法
は
本
来
を
い
え
ば
決
し
て
単
な
る
心
理
学
的
方
法

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
固
よ
り
そ
れ
は
心
理
学
的
方
法
を
欠
く
こ
と
が
で
き
ぬ
。
し
か
し
体
験
、
従
っ
て
ま
た
追
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体
験
は
主
観
的
に
な
り
易
く
、
そ
れ
故
に
ま
た
心
理
的
分
析
も
主
観
的
に
陥
り
易
い
。
こ
の
と
き
心
理
学
的
方
法

に
対
し
て
重
要
な
補
い
と
な
る
の
は
心
的
生
活
の
対
象
的
な
生
産
物
の
利
用
で
あ
る
。
言
語
、
神
話
、
文
学
、
美

術
な
ど
に
お
い
て
、
一
切
の
歴
史
的
形
成
物
に
お
い
て
、
我
々
は
い
わ
ば
対
象
的
と
な
っ
た
心
的
生
活
を
我
々
の

前
に
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
固
定
さ
れ
た
客
観
的
な
諸
形
態
は
心
的
作
用
に
よ
っ
て
、
そ
れ
の
法
則
に
従
っ
て

作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
我
々
の
観
察
と
分
析
と
は
絶
え
ず
繰
り
返
し
こ
の
も
の
に
還
っ
て
行

っ
て
、
そ
の
正
し
さ
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
心
理
学
的
研
究
に
歴
史
的
研
究
が
結
び
附
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。そ
し
て
ま
た
真
の
歴
史
的
研
究
は
つ
ね
に
心
理
的
研
究
と
結
び
附
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

い
ま
或
る
文
学
的
作
品
を
研
究
す
る
と
せ
よ
。
先
ず
こ
の
作
品
は
ひ
と
つ
の
歴
史
的
な
生
産
物
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
研
究
は
歴
史
的
・
社
会
的
実
在
の
全
体
の
認
識
に
依
存
す
る
。
し
か
し
次
に
そ
こ
に
は
こ
の
創
作
を
産
出
し
た

精
神
的
活
動
が
あ
る
。「
従
っ
て
文
学
及
び
そ
の
歴
史
の
研
究
の
基
礎
で
あ
る
べ
き
真
の
詩
学
は
、
そ
の
概
念
と

命
題
と
を
歴
史
的
研
究
と
人
間
性
の
こ
の
一
般
的
研
究
と
の
結
合
か
ら
し
て
得
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
と
デ

ィ
ル
タ
イ
は
い
っ
て
い
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
文
学
史
は
言
う
ま
で
も
な
く
精
神
科
学
に
属
し
、
そ
の
方
法
論
的
概
念
は
上
に
述
べ
た

如
く
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
意
味
と
か
合
目
的
性
と
か
発
展
と
か
い
う
が
如
き
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文
学
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概
念
は
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
生
の
範
疇
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
理
解
の
範
疇
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
文
学
は
他
の
諸

文
化
と
の
聯
関
に
お
い
て
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
要
求
に
し
て
も
、
生
そ
の
も
の
に
お
い
て
基
礎
附
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
「
生
は
芸
術
、
宗
教
、
そ
の
他
の
も
の
に
お
い
て
自
己
を
分
化
し
て
き
た
。」
生
と

は
精
神
生
活
で
あ
り
、
精
神
生
活
は
一
の
聯
関
で
あ
る
故
に
、
芸
術
、
宗
教
、
そ
の
他
の
文
化
形
態
は
歴
史
に
お

い
て
つ
ね
に
構
造
的
聯
関
に
立
っ
て
い
る
。
文
学
史
の
課
題
は
文
学
を
生
も
し
く
は
精
神
生
活
の
表
現
と
し
て
生

そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
文
学
史
は
精
神
生
活
の
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
文
学
史
は
生
の
自
己
認
識
の
ひ
と
つ
の
場
合
を
現
す
。
文
学
は
、デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て「
生

の
理
解
の
器
官
」（	 O

rgan des Lebensverständnisses	

）
で
あ
る
。

我
々
は
既
に
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
生
の
概
念
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
歴
史
の
根
柢
に
考
え
た
イ
デ
ー
も
し
く
は
精

神
が
よ
り
実
証
的
経
験
的
に
な
っ
た
も
の
と
看
做
さ
れ
得
る
こ
と
を
述
べ
た
。い
ま
か
の「
時
代
精
神
」（Zeitgeist

）

の
概
念
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
歴
史
に
関
し
て
イ
デ
ー
の
特
殊
的
規
定
性
を
現
す
と
す
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
よ

り
実
証
的
経
験
的
な
立
場
に
お
い
て
そ
れ
に
相
応
す
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
「
世
代
」（	 G

eneration	

）
の
概
念
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
代
の
概
念
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
も
と

生
物
学
的
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
個
々
の
家
族
の
系
列
の
内
部
に
お
け
る
生
殖
の
序
列
の
う
ち
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か
ら
由
来
す
る
。
父
と
子
と
の
間
の
年
齢
の
相
違
に
お
い
て
規
則
的
に
観
察
さ
れ
る
時
間
の
幅
が
世
代
の
概
念
を

形
作
る
。
か
か
る
時
間
の
幅
は
、
だ
い
た
い
、
三
世
代
が
一
世
紀
に
あ
た
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
家

族
的
世
代
の
概
念
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
世
代
の
概
念
は
或
る
新
し
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
彼
は
こ
の
概
念

を
「
年
齢
」
と
い
う
概
念
と
共
に
、
精
神
科
学
の
方
法
概
念
と
し
て
取
り
入
れ
、
そ
れ
を
彼
の
著
作
『
シ
ュ
ラ
イ

エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
伝
』
に
お
い
て
巧
に
使
用
し
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
依
れ
ば
、
世
代
と
は
「
諸
個
人
の
同
時
性
の
関

係
」
で
あ
る
。
い
わ
ば
相
並
ん
で
生
れ
た
る
、
即
ち
共
通
の
少
年
時
代
、
共
通
の
青
年
時
代
を
も
ち
、
そ
し
て
そ

の
壮
年
の
活
動
時
代
が
一
部
分
合
致
す
る
と
こ
ろ
の
人
々
は
、
同
一
の
世
代
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
は

ひ
と
つ
の
よ
り
深
い
関
係
に
お
い
て
結
ば
れ
て
い
る
。
彼
等
は
そ
の
感
受
性
の
最
も
強
い
年
頃
に
お
い
て
同
一
の

指
導
的
な
諸
影
響
を
受
け
る
。
彼
等
の
感
受
の
時
代
に
お
い
て
現
れ
た
同
じ
大
き
な
事
件
及
び
変
化
に
同
様
に
依

存
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
附
け
加
わ
っ
て
く
る
他
の
要
素
の
差
異
に
も
拘
ら
ず
、
一
の
同
質
的
な
全

体
に
結
び
合
わ
さ
れ
る
一
定
の
範
囲
の
個
人
は
、
一
個
の
世
代
を
形
作
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ひ
と
つ
の
世
代
の
知

的
活
動
に
は
た
ら
き
か
け
る
無
数
の
制
約
の
総
体
を
二
つ
の
群
に
分
っ
た
。
先
ず
第
一
に
、
世
代
が
形
作
ら
れ
る

と
き
、
そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
見
出
さ
れ
る
知
的
文
化
の
資
産
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
、
こ
の
資
産
よ
り
ひ
と

は
も
ろ
も
ろ
の
進
歩
の
甚
だ
大
な
る
可
能
性
を
望
み
見
る
。
し
か
る
に
今
や
生
長
し
た
人
間
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る



三
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文
学
史
方
法
論

精
神
的
諸
内
容
を
占
有
し
、
そ
こ
か
ら
先
へ
前
進
し
よ
う
と
試
み
る
と
き
、
彼
等
は
第
二
の
群
の
制
約
の
影
響
の

も
と
に
お
か
れ
る
。
即
ち
周
囲
の
生
活
、
社
会
的
、
政
治
的
、
そ
の
他
種
々
様
々
な
文
化
状
態
、
特
に
新
た
に
加

わ
っ
て
く
る
知
的
諸
事
実
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
よ
っ
て
、
前
の
世
代
か
ら
与
え
ら
れ
た
よ
り
先

へ
の
進
歩
の
も
ろ
も
ろ
の
可
能
性
に
対
し
て
一
定
の
限
界
が
お
か
れ
る
。
実
に
か
く
の
如
き
諸
制
約
の
影
響
の
も

と
に
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
同
質
的
な
諸
個
人
が
一
世
代
と
し
て
形
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に

し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
に
あ
っ
て
は
、
先
ず
、
世
代
の
現
象
に
お
い
て
単
に
前
後
継
起
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
「
同
時

性
」
の
現
象
が
単
な
る
年
代
学
的
意
味
よ
り
も
一
層
深
い
意
味
を
得
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
代
の
概
念
は
家

族
系
図
学
的
の
狭
い
地
盤
か
ら
解
放
さ
れ
て
よ
り
現
実
的
な
社
会
的
歴
史
的
現
象
の
う
ち
へ
導
き
入
れ
ら
れ
、
家

族
的
世
代
の
概
念
に
社
会
的
乃
至
歴
史
的
世
代
の
概
念
が
代
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
共
に
他
方
、
単
に
直
線
的

に
表
象
さ
れ
る
時
間
に
対
し
て
具
体
的
な
持
続
的
な
全
体
性
の
意
味
を
含
む
歴
史
的
時
間
を
考
え
る
こ
と
が
可
能

に
さ
れ
た
。し
か
る
に
次
に
、デ
ィ
ル
タ
イ
が
世
代
の
問
題
に
関
心
し
た
の
は
、彼
自
身
の
い
う
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、

主
と
し
て
、
世
代
統
一
に
よ
っ
て
、
時
、
月
、
年
等
を
基
礎
に
も
つ
と
こ
ろ
の
、
精
神
的
諸
運
動
の
過
程
の
普
通

の
単
に
外
的
な
足
場
が
、「
内
部
か
ら
測
ら
れ
る
表
象
」
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
得
る
た
め
で
あ
っ
た
。
世
代

統
一
は
精
神
的
諸
運
動
の
一
の
追
体
験
さ
れ
得
る
直
観
的
な
測
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
考
え
ら
れ
た
。
デ
ィ
ル
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タ
イ
に
お
け
る
新
し
き
も
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
、
量
的
に
測
ら
れ
得
る
時
間
と
た
だ
質
的
に
の
み
捉
え
ら

れ
得
る
内
的
な
体
験
時
間
と
の
区
別
で
あ
っ
た
。
世
代
は
彼
に
と
っ
て
単
に
外
的
な
時
間
を
現
す
の
で
な
く
、
寧

ろ
内
的
な
時
間
を
現
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
世
代
の
概
念
は
現
代
に
お
い
て
か
の
時
代
精
神
の
概
念
に
代
っ
て
、
特

に
美
術
、
文
学
の
歴
史
に
と
っ
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
我
々
は
そ
の
よ
う
な
世
代
理
論
家
と

し
て
有
名
な
人
に
、
ド
イ
ツ
で
は
ピ
ン
ダ
ー
（	 W
ilhelm

 Pinder, 1878―

【1947

】	

）、
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
（	 Julius 

Petersen, 1878―

【1941
】	
）、
そ
の
他
ス
ペ
イ
ン
の
オ
ル
テ
ガ
（	 José O

rtega y G
asset, 1883―

【1955

】	

）、

フ
ラ
ン
ス
で
は
マ
ン
ト
レ
（	 François M

entré	

【1877-1950

】）
な
ど
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四　
形
態
と
法
則

デ
ィ
ル
タ
イ
ほ
ど
そ
の
学
問
に
お
い
て
体
験
と
い
う
も
の
を
重
ん
じ
た
人
は
少
な
い
、
体
験
と
い
う
語
が
語
ら

れ
る
と
き
、
我
々
は
先
ず
デ
ィ
ル
タ
イ
の
こ
と
を
聯
想
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
彼
は
や
は
り
哲
学

者
、
特
に
歴
史
哲
学
者
で
あ
っ
た
。「
哲
学
的
見
地
か
ら
の
歴
史
的
研
究
」
と
い
う
こ
と
が
彼
の
生
涯
の
研
究
を

貫
く
一
般
的
方
針
で
あ
っ
た
。「
歴
史
的
で
な
き
が
如
き
如
何
な
る
現
実
的
な
哲
学
的
思
索
も
存
し
な
い
。
体
系

的
哲
学
と
歴
史
的
叙
述
と
の
間
の
分
離
は
本
質
的
に
正
し
く
な
い
。」
と
彼
は
い
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
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史
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う
な
彼
の
意
図
は
、
文
学
の
研
究
の
立
場
か
ら
は
あ
ま
り
に
哲
学
的
、
歴
史
哲
学
的
で
あ
る
と
の
批
評
も
起
り
得

る
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
哲
学
的
思
想
は
、
彼
自
身
の
言
葉
で
現
せ
ば
こ
う
で
あ
る
、「
精
神
生
活
の

構
造
は
、
精
神
的
諸
統
一
体
の
協
働
か
ら
生
ず
る
一
切
の
歴
史
的
過
程
に
対
す
る
図
式
、
い
わ
ば
足
場
を
自
己
の

う
ち
に
含
ん
で
い
る
。」
ま
た
彼
は
、
例
え
ば
哲
学
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
上
の
諸
形
態
は
、「
そ
れ
に
お
い
て
哲

学
が
文
化
の
聯
関
の
う
ち
に
お
け
る
そ
の
位
置
の
も
ろ
も
ろ
の
可
能
性
を
歴
進
し
て
き
た
内
的
弁
証
法
」
へ
の
洞

見
を
与
え
る
、
と
考
え
た
。
と
こ
ろ
が
彼
に
依
れ
ば
文
化
の
聯
関
は
精
神
生
活
の
聯
関
に
よ
っ
て
基
礎
附
け
ら
れ

て
い
る
。
従
っ
て
哲
学
の
歴
史
は
人
間
の
精
神
生
活
の
も
ろ
も
ろ
の
態
度
を
顕
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ィ

ル
タ
イ
は
こ
の
よ
う
な
思
想
の
上
に
立
っ
て
、
精
神
生
活
の
存
在
に
対
す
る
可
能
な
る
態
度
に
基
づ
け
て
世
界

観
の
類
型
を
区
別
し
た
。
即
ち
、
存
在
に
対
す
る
主
と
し
て
、
認
識
の
態
度
か
ら
自
然
主
義
も
し
く
は
実
証
論

（N
aturalism

us od. Positivism
us	

）、
感
情
生
活
の
態
度
か
ら
客
観
的
観
念
論
（	 O

bjektiver Idealism
us

）、
意

志
活
動
の
態
度
か
ら
自
由
の
観
念
論
（	 Idealism

us der Freiheit	

）、
が
そ
れ
ぞ
れ
類
型
と
し
て
導
か
れ
た
。
世

界
観
の
こ
れ
ら
三
つ
の
類
型
は
精
神
生
活
の
構
成
要
素
と
し
て
の
知
情
意
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
と
思
わ
れ
る
。

か
か
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
世
界
観
説
は
有
名
に
な
り
、そ
れ
は
彼
の
弟
子
ノ
ー
ル（H

erm
ann N

ohl, 1879―

【1960

】）

に
よ
っ
て
絵
画
の
領
域
へ
、
ま
た
ウ
ン
ゲ
ル
（	 R

udolf U
nger, 1876―

【1942

】	

）
に
よ
っ
て
文
学
の
領
域
へ
適
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用
さ
れ
た
。
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
如
く
、デ
ィ
ル
タ
イ
が
、精
神
科
学
的
認
識
の
目
的
と
し
た
の
は
、類
型（Typus

）

で
あ
る
。
彼
は
自
然
科
学
的
認
識
と
精
神
科
学
的
認
識
と
は
性
質
を
異
に
す
る
と
し
、
前
者
の
認
識
目
的
が
自

然
現
象
の
法
則
（	 G

esetz	

）
で
あ
る
に
反
し
、
後
者
の
そ
れ
は
歴
史
的
現
象
に
お
け
る
類
型
で
あ
る
と
考
え
た
。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
精
神
科
学
は
類
型
学
（	 Typologie	

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
法
論
を
も
っ
て
歴
史
哲
学
的
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
越
え
て
更
に
具
体
的
生
命
的
な
も
の
に

近
づ
こ
う
と
す
る
人
に
チ
ザ
ル
ツ
（	 H

erbert C
ysarz, 1896―

【1985

】	

）
の
如
き
が
あ
る
。
チ
ザ
ル
ツ
も
ま
た

文
学
史
を
精
神
科
学
と
し
て
把
握
す
る
。
チ
ザ
ル
ツ
に
依
れ
ば
、
精
神
科
学
と
い
う
の
は
ひ
と
つ
の
個
別
的
な
学

科
で
な
く
、
ま
た
個
別
的
な
諸
学
科
の
ひ
と
つ
の
束
で
も
な
く
、
寧
ろ
先
ず
ひ
と
つ
の
展
望
、
ひ
と
つ
の
態
度
で

あ
る
。
か
く
の
如
き
精
神
科
学
的
考
察
は
、
精
神
的
な
も
の
を
直
接
的
な
対
象
と
し
て
最
も
素
樸
に
知
覚
し
得
る

者
、
彼
に
は
精
神
的
な
も
の
が
人
の
顔
付
の
よ
う
に
生
命
的
な
現
在
性
に
お
い
て
語
る
者
、
精
神
的
な
も
の
が
指

導
者
と
し
て
も
し
く
は
敵
と
し
て
も
し
く
は
審
判
者
と
し
て
問
と
答
を
も
っ
て
彼
に
随
伴
す
る
者
に
と
っ
て
の
み

可
能
で
あ
る
。
観
念
・
実
在
論
者
（	 Ideal-realist	
）
と
い
わ
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
こ
の
こ
と
は
体
現
さ
れ
た
。

か
よ
う
に
知
覚
さ
れ
た
精
神
的
な
も
の
は
次
に
あ
ら
ゆ
る
精
神
科
学
に
よ
っ
て
生
命
的
な
も
の
と
の
最
も
内
的
な

聯
関
に
立
た
さ
れ
る
、
心
的
な
分
化
し
た
も
の
は
簡
単
な
有
機
的
活
動
に
還
元
さ
れ
、
或
い
は
意
味
的
な
も
の
は
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同
時
に
衝
動
的
な
も
の
の
象
徴
と
し
て
認
め
ら
れ
、
或
い
は
芸
術
形
式
や
思
惟
形
式
は
生
命
的
及
び
倫
理
的
力
の

反
対
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
大
胆
に
、
剰
す
と
こ
ろ
な
く
見
ら
れ
、
考
え
ら
れ

た
。
最
後
に
こ
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
た
す
べ
て
の
個
々
の
も
の
は
、
小
宇
宙
と
し
て
、
全
体
の
反
映
と
し
て
、
総

体
を
貫
く
法
則
の
腕
と
し
て
、
そ
の
世
界
内
容
に
従
っ
て
評
価
さ
れ
る
。
か
く
の
如
き
解
釈
は
特
に
ゲ
ー
テ
に
よ

っ
て
、
彼
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
以
来
つ
ね
に
よ
り
純
粋
に
発
達
せ
し
め
ら
れ
、
彼
の
自
然
科
学
的
諸
著
作
―
―
そ
の

う
ち
に
は
実
に
彼
の
美
学
が
含
ま
れ
て
い
る
―
―
に
お
い
て
半
ば
理
論
的
に
半
ば
技
術
的
に
描
か
れ
た
。
こ
の
よ

う
に
し
て
精
神
科
学
の
三
つ
の
本
質
的
特
徴
が
暗
示
さ
れ
る
、
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
・
実
在
論
は
我
々
の
現
象

学
的
方
法
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
精
神
の
現
象
学
」
の
意
味
に
お
け
る
）
を
指
導
す
る
、
そ
し
て
我
々
は
ニ
ー
チ
ェ
に

お
け
る
一
切
の
文
化
的
価
値
及
び
問
題
の
み
ご
と
な
生
命
化
か
ら
生
物
学
的
方
法
を
、
ま
た
ゲ
ー
テ
か
ら
我
々
の

研
究
に
お
け
る
形
態
学
的
契
機
を
継
承
す
る
。
現
象
学
的
、
生
物
学
的
及
び
形
態
学
的
と
い
う
三
つ
の
支
配
的
な

方
法
は
精
神
科
学
の
う
ち
に
貫
徹
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
な
お
も
う
一
つ
の
決
定
的
な
洞
察
が

附
け
加
わ
っ
て
く
る
。
即
ち
我
々
の
直
観
に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
い
つ
で
も
先
ず
一
回
的
・
時
間
的
な
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
精
神
科
学
的
な
試
み
も
、
か
よ
う
な
与
え
ら
れ
た
時
間
的
な
も
の
を
永
遠
の
形
式
に
形
成

す
る
と
い
う
、根
本
問
題
を
提
出
す
る
、―
―
例
え
ば
、単
に
断
片
的
に
証
明
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
歴
史
的
聯
関
に「
ハ
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ン
ス
・
ザ
ッ
ク
ス
」（	 H

ans Sachs	

）	 i

と
い
う
統
一
性
と
全
体
性
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
謎
は
最

初
か
ら
我
々
の
眼
を
決
し
て
離
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
文
学
史
は
精
神
科
学
と
し
て

何
よ
り
も
科
学
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
文
献
学
の
存
在
権
は
十
分
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ひ
と
は

歩
む
こ
と
の
で
き
る
前
に
舞
踏
す
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
ぬ
。
精
神
科
学
は
文
献
学
の
代
用
物
で
あ
る
よ
う

な
も
の
で
な
い
。
寧
ろ
文
献
学
は
精
神
科
学
に
と
っ
て
つ
ね
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
精
神
科
学
は
、
文
献
学
に
属

す
る
も
の
は
文
献
学
に
与
え
、
自
己
に
属
す
る
も
の
を
自
己
に
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
精
神
科
学
に
属
す
る
固
有

な
も
の
と
は
例
え
ば
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
芸
術
は
天
才
の
産
物
で
あ
る
。
し
か
し
芸
術
は
た
だ
天
才
性

の
結
実
の
み
を
顕
す
（
こ
の
結
実
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
で
は
明
ら
か
に
何
よ
り
も
問
題
な
の
で
あ
る
）、
天
才
性

を
特
殊
事
実
及
び
固
有
価
値
と
し
て
、
最
高
の
生
及
び
そ
の
意
味
と
し
て
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
り
精

神
科
学
に
の
み
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
及
び
こ
れ
に
類
す
る
他
の
、
古
い
諸
科
学
の
手
段
に
よ
っ
て

は
決
し
て
解
決
さ
れ
得
な
い
問
題
を
精
神
科
学
は
自
己
特
有
の
方
法
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

チ
ザ
ル
ツ
は
『
精
神
科
学
と
し
て
の
文
学
史
』（	 Literaturgeschichte als G

eistesw
issenschaft	

）
と
い
う

書
物
の
中
で
、
時
間
と
空
間
、
個
性
、
形
態
、
発
展
、
文
化
、
自
由
と
倫
理
、
と
い
う
が
如
き
、
精
神
科
学
と

i　

お
そ
ら
く
、
ド
イ
ツ
の
ク
ツ
職
人
で
詩
人
で
作
曲
家
＝
マ
イ
ス
タ
ー
ジ
ン
ガ
ー
（1494-1576

）
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
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し
て
の
文
学
史
の
根
本
概
念
を
展
開
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
チ
ザ
ル
ツ
の
精
神
科
学
の
思
想
を
特
徴
附
け
て

い
る
の
は
形
態
学
（	 M

orphologie	

）
の
見
方
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
形
態
学
的
見
方

―
―
そ
れ
は
類
型
学
的
見
方
と
関
聯
が
な
く
は
な
い
―
―
は
現
代
の
ド
イ
ツ
の
歴
史
方
法
論
に
お
い
て
支
配
的

な
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。「
形
態
」（	 G

estalt	

）
と
い
う
概
念
は
「
類
型
」（	 Typus	

）
の
概
念
と
も
関
聯
し

て
い
る
、
た
だ
後
者
が
概
念
的
、
構
成
的
、
形
式
的
に
考
え
ら
れ
易
い
に
比
し
て
、
前
者
は
直
観
性
を
担
っ
て

い
る
。
形
態
の
概
念
は
ま
た
「
構
造
」
と
か
「
全
体
性
」
と
か
の
概
念
と
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
既
に
見
た

如
く
構
造
と
か
全
体
性
と
か
い
う
概
念
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
神
科
学
的
心
理
学
乃
至
い
わ
ゆ
る
構
造
心
理
学

（Strukturpsychologie	

）
に
と
っ
て
の
根
本
概
念
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
ま
た
一
般
的
に
見
て
、
現
代
の
形
態

心
理
学
（	 G

estaltpsychologie	

）
は
固
よ
り
、
そ
の
他
種
々
な
る
新
し
い
心
理
学
の
出
発
点
と
も
基
礎
と
も
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ビ
ュ
ー
ラ
ー
（	 K

arl B
ühler, 1879―

【1963

】）
に
依
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
（	 John Locke, 

1632―
1704	

）
及
び
ヒ
ュ
ー
ム
（	 D

avid H
um

e, 1711―
1776 

）
に
始
ま
り
一
八
九
〇
年
に
お
い
て
頂
点
に
達

し
た
古
典
的
な
聯
想
心
理
学
は
、
次
の
四
つ
の
公
理
の
上
に
立
っ
て
い
た
。
一
、
主
観
主
義
的
公
理
、
心
理
学
の

唯
一
の
正
当
な
出
発
点
は
内
省
で
あ
る
、
そ
の
対
象
は
諸
体
験
で
あ
る
。
二
、
原
子
論
的
公
理
、
諸
体
験
の
分
析

は
固
定
的
に
限
定
さ
れ
た
要
素
的
な
意
識
諸
内
容
を
見
出
す
、
い
わ
ゆ
る
複
雑
な
も
し
く
は
高
級
な
諸
現
象
は
そ
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れ
ら
か
ら
の
複
合
で
あ
る
。
三
、
感
覚
主
義
的
公
理
、
発
生
的
に
原
本
的
な
諸
内
容
は
、「
要
素
的
な
」
諸
感
情

を
含
め
て
、
た
だ
感
覚
的
諸
所
与
の
み
で
あ
る
。
四
、
機
械
論
的
公
理
、
諸
複
合
の
形
成
及
び
体
験
過
程
は
接
近

の
法
則
、
聯
想
の
原
理
に
従
う
、
同
時
の
及
び
継
起
の
接
合
が
存
在
す
る
。
現
代
の
新
し
い
種
々
な
る
心
理
学
は

す
べ
て
こ
れ
ら
の
公
理
の
い
ず
れ
か
に
反
対
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
精
神
科
学
的
心
理
学
は
そ
の
す

べ
て
に
、
け
れ
ど
特
に
第
一
及
び
第
四
に
反
対
し
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
心
理
学
は
単
に
内
省
の
方
法

に
よ
る
べ
き
で
な
く
、
精
神
生
活
の
表
現
を
、
そ
の
重
要
な
手
懸
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
が
ノ
ヴ
ァ

ー
リ
ス
（	 N

ovalis, 1772―
1801	

）
に
お
け
る
実
在
心
理
学
（	 R

ealpsychologie	

）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
如

く
、
彼
の
心
理
学
は
芸
術
家
及
び
そ
の
作
品
の
研
究
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
歴
史

学
に
お
け
る
形
態
学
的
見
方
は
固
よ
り
多
か
れ
少
な
か
れ
デ
ィ
ル
タ
イ
の
刺
戟
に
よ
る
と
し
て
も
、
直
接
に
彼
の

精
神
科
学
的
心
理
学
、
或
い
は
何
等
か
の
今
日
の
新
し
い
心
理
学
に
基
礎
を
求
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
寧
ろ
特
に

ゲ
ー
テ
の
晩
年
の
自
然
科
学
的
諸
著
作
に
お
け
る
思
想
及
び
方
法
に
つ
な
が
ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ

る
。
ゲ
ー
テ
は
今
日
の
歴
史
学
、
就
中
文
学
史
に
最
も
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
人
と
し
て
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
例
え
ば
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
（	 O

sw
ald Spengler, 1880―

【1936

】）
は
有
名
な
『
西
洋
の
没
落
』
の
第
一

巻
に
「
形
態
と
現
実
」
と
い
う
表
題
を
掲
げ
、
こ
の
書
の
内
容
は
世
界
史
の
形
態
学
で
あ
る
と
称
し
、
そ
し
て
彼
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は
そ
の
方
法
に
お
い
て
ゲ
ー
テ
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
尤
も
そ
の
よ
う
な
形
態
学
の
思
想
も

シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
、
チ
ザ
ル
ツ
、
そ
の
他
に
お
い
て
必
ず
し
も
内
容
の
一
致
が
あ
る
わ
け
で
な
い
。
シ
ュ
ペ
ン
グ

ラ
ー
に
依
れ
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
文
化
―
―
そ
し
て
た
だ
複
数
の
文
化
の
み
が
あ
る
―
―
は
地
球
上
の
種
々
な
る
地

帯
に
分
布
さ
れ
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
有
機
体
で
あ
る
。
そ
の
各
々
は
一
定
の
限
ら
れ
た
地
域
に
植
物
的
に
結
び
附

け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
地
盤
の
上
に
お
い
て
生
長
し
、
花
咲
き
、
老
衰
し
、
死
滅
す
る
。
ひ
と
は
或
る
植
物
に
つ

い
て
、
そ
れ
が
そ
の
諸
部
分
の
す
べ
て
に
お
い
て
且
つ
そ
の
生
存
の
す
べ
て
の
段
階
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
他
の
種

類
の
植
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
に
の
み
固
有
な
外
形
、
性
状
、
過
程
等
を
そ
の
植
物
の
習
性
と
呼

ぶ
。
こ
の
概
念
は
歴
史
と
い
う
大
き
な
有
機
体
に
も
適
用
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
イ
ン
ド
的
文
化
、
エ

ジ
プ
ト
的
文
化
、
古
代
的
文
化
、
等
々
の
習
性
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
有
機
体
の
習
性
に
は

ま
た
一
定
の
寿
命
或
い
は
生
存
期
間
と
発
達
の
一
定
の
テ
ン
ポ
と
が
属
し
て
い
る
。
そ
こ
で
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に

従
え
ば
、お
の
お
の
の
文
化
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
る
形
態
、発
達
の
テ
ン
ポ
、生
存
期
間
を
有
す
る
有
機
体
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
形
態
学
は
自
然
、
特
に
植
物
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
求
め
て
お
り
、
ま
た
相
対
主
義

的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
よ
う
に
ゲ
ー
テ
か
ら
そ
の
方
法
論
を
学
ぼ
う
と
す
る
ゲ
オ
ル
ゲ
（	 Stefan G

eorge, 

1868―

【1933

】）
派
の
文
学
史
家
た
ち
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
も
し
く
は
運
命
の
、
ゲ
ー
テ
の
い
わ
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ゆ
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
質
、
或
い
は
ニ
ー
チ
ェ
の
い
わ
ゆ
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
性
質
が
強
調
さ
れ
て
い

る
と
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
チ
ザ
ル
ツ
の
形
態
学
に
お
い
て
は
、
彼
が
精
神
科
学
的
方
法
の
ひ

と
つ
の
本
質
的
要
素
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
現
象
学
の
意
味
に
お
け
る
現
象
学
的
方
法
を
特
に
挙
げ
て
い
る

よ
う
に
、
精
神
的
な
も
の
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
チ
ザ
ル
ツ
の
精
神
科
学
の
概
念
は
固
よ
り
デ
ィ
ル
タ
イ
と
全
く

無
関
係
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
相
違
は
、
チ
ザ
ル
ツ
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
一
方
は
歴
史
哲
学
的

で
あ
っ
て
他
方
は
そ
う
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
す
ら
な
い
と
も
い
え
る
。
い
ず
れ
の
文
学
史
家
も
、
意
識
的
で
あ

る
と
無
意
識
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
つ
ね
に
何
等
か
の
史
観
を
、
従
っ
て
歴
史
哲
学
を
も
っ
て
い
る
。
デ
ィ
ル

タ
イ
と
チ
ザ
ル
ツ
と
の
相
違
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
彼
が
区
別
し
た
世
界
観
の
三
類
型
の
う
ち
彼
自
身
と
し
て
は

客
観
的
観
念
論
に
属
す
る
に
反
し
て
、
チ
ザ
ル
ツ
は
、
倫
理
に
関
す
る
彼
の
思
想
か
ら
察
知
さ
れ
得
る
よ
う
に
、

寧
ろ
自
由
の
観
念
論
に
近
い
も
の
が
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

時
間
と
空
間
と
は
す
べ
て
の
分
化
し
た
生
が
関
係
附
け
ら
れ
得
る
二
つ
の
軸
で
あ
る
。
か
よ
う
な
現
象
を
で
き

る
限
り
の
豊
富
さ
に
お
い
て
、
で
き
る
限
り
の
纎
細
さ
を
も
っ
て
叙
述
し
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
精
神
科
学
は
、
お

の
ず
か
ら
つ
ね
に
す
で
に
生
命
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
と
の
融
合
形
式
を
取
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
な
合
成
物
の
最
も
原
始
的
な
も
の
は
「
個
性
」
と
称
せ
ら
れ
る
。
チ
ザ
ル
ツ
に
依
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
個
性
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の
問
題
は
時
間
的
運
動
と
空
間
的
理
念
と
の
根
源
的
な
、
引
裂
き
難
き
係
蹄
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
精
神
科

学
的
宇
宙
の
枢
軸
が
あ
る
。
そ
の
一
切
の
概
念
の
根
柢
に
は
何
等
か
の
仕
方
で
流
動
的
な
も
の
と
形
式
的
な
も
の

と
の
こ
の
よ
う
な
滲
透
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。現
象
を
生
き
た
個
性
的
な
も
の
と
し
て
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

先
ず
、
そ
れ
を
時
間
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
空
間
的
聚
合
と
は
限
り
な
く
異
な
っ
て
い
る
特
殊
な
連
続
と

し
て
捉
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
時
間
的
な
連
続
の
理
解
は
固
よ
り
さ
し
あ
た
り
す
べ
て
の
個
性
的
な
も
の
の
単

に
一
つ
の
面
に
導
く
に
過
ぎ
な
い
。
個
性
は
全
体
性
に
お
け
る
統
一
で
あ
り
、
統
一
に
よ
る
全
体
性
で
あ
る
。
従

っ
て
最
初
の
観
念
に
ひ
と
つ
の
特
殊
な
、
根
源
的
な
契
機
が
附
け
加
わ
る
、
即
ち
直
接
的
流
動
的
な
も
の
も
し
く

は
対
象
的
な
も
の
の
流
動
的
な
も
の
へ
の
解
消
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
が
同
時
に
統
一
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
全
体
性
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
個
性
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
個
性
化
は

全
体
性
の
統
一
関
係
を
意
味
す
る
に
し
て
も
、関
係
附
け
は
唯
一
つ
の
統
一
へ
の
関
係
附
け
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
、

あ
ら
ゆ
る
個
性
的
な
も
の
は
同
時
に
も
ろ
も
ろ
の
集
合
体
の
系
列
の
項
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
も
ろ
も
ろ
の

集
合
体
も
ま
た
個
性
を
具
え
て
い
る
故
に
、
個
性
的
な
も
の
は
そ
れ
に
よ
っ
て
も
ろ
も
ろ
の
中
心
の
系
列
へ
の
諸

関
係
を
得
る
。
我
々
が
何
物
を
個
性
的
な
も
の
と
し
て
把
捉
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
人
間
的
表
現
と
し
て
必
然

的
に
或
る
人
種
の
性
格
を
、
一
つ
の
時
代
の
特
徴
を
種
々
に
具
え
て
い
る
。
精
神
科
学
的
観
察
者
は
あ
ら
ゆ
る
個
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性
的
な
も
の
に
お
い
て
個
性
的
な
諸
本
質
の
一
領
域
に
出
会
う
。
も
と
も
と
個
性
的
な
も
の
は
何
処
に
お
い
て
も

超
個
性
的
な
も
の
か
ら
離
れ
て
存
し
な
い
、
し
か
も
か
か
る
超
個
性
的
な
も
の
も
何
等
個
性
外
の
も
の
で
な
く
、

そ
れ
自
身
ま
た
個
性
的
で
あ
る
。
個
性
は
い
わ
ば
最
初
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
与
え
る
、そ
れ
は
一
の
生
成
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
を
我
々
は
同
時
存
在
と
し
て
解
釈
す
る
生
成
で
あ
る
。
人
格
は
こ
の
よ
う
な
二
者
滲
透
の
空
間
的
な

ア
ス
ペ
ク
ト
で
あ
り
、
運
命
は
そ
れ
の
時
間
的
な
ア
ス
ペ
ク
ト
で
あ
る
。

個
性
は
精
神
科
学
的
宇
宙
の
要
素
を
形
作
っ
て
い
る
。
次
の
よ
り
高
い
複
合
体
は
チ
ザ
ル
ツ
に
よ
っ
て
特
別
に

「
形
態
」
と
呼
ば
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
ロ
コ
ッ
コ
、
印
象
主
義
、
ド
イ
ツ
精
神
、
そ
れ
ら
は
形
態
で
あ
る
。

こ
の
名
に
よ
っ
て
共
同
体
の
諸
形
式
及
び
集
合
形
象
の
多
様
な
も
の
が
包
括
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
ら

の
諸
構
造
と
個
物
と
の
密
接
な
親
縁
性
が
高
調
さ
れ
る
。
個
性
は
た
だ
一
の
生
成
と
し
て
の
み
生
き
た
も
の
と
し

て
把
握
さ
れ
得
る
、
し
か
し
そ
れ
は
つ
ね
に
一
の
存
在
に
関
係
せ
し
め
て
で
あ
る
。
有
機
体
は
諸
有
機
体
の
大
な

る
国
家
な
し
に
は
、
生
命
の
統
一
な
し
に
は
理
解
さ
れ
な
い
。
す
べ
て
の
個
性
的
な
も
の
は
自
分
自
身
を
越
え
て

生
き
る
、
そ
れ
は
内
包
的
・
一
回
的
過
程
で
あ
る
と
同
時
に
過
程
の
外
延
的
・
妥
当
的
形
式
で
あ
る
、
一
の
全
体

の
部
分
で
あ
る
と
同
時
に
諸
部
分
の
全
体
で
あ
る
。
単
に
生
が
我
々
に
属
す
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
我
々
は
生
に

属
す
る
。
個
別
的
な
も
の
は
決
し
て
全
体
に
先
立
っ
て
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
全
体
の
う
ち
に
ま
た
全
体
と
共
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に
あ
る
の
で
あ
る
。
凡
て
は
凡
て
に
依
存
し
、
し
か
も
純
粋
な
心
的
全
体
は
他
の
も
の
に
従
属
す
る
の
で
な
く
、

他
の
も
の
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
で
な
く
、
他
の
も
の
の
う
ち
へ
解
消
さ
れ
る
の
で
な
い
。
精
神
科
学
に
と
っ
て

ク
ラ
シ
ィ
ク
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
、
バ
ロ
ッ
ク
な
ど
い
う
も
の
は
、
人
間
的
諸
状
態
も
し
く
は
諸
生
産
物
の
和
に
原

子
化
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
精
神
的
諸
本
質
で
あ
る
。
そ
の
担
い
手
及
び
作
物
相
互
の
あ
ら
ゆ
る
因
果
的
な
関
係
及

び
影
響
に
も
拘
ら
ず
、
バ
ロ
ッ
ク
或
い
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
と
い
う
全
体
的
過
程
は
固
有
な
構
造
及
び
発
展
に
よ
っ

て
深
く
規
定
さ
れ
、
そ
れ
は
個
人
か
ら
刺
戟
を
受
け
る
と
共
に
ま
た
個
人
を
形
成
し
、
個
人
を
刺
戟
し
つ
つ
作
用

し
返
す
。
そ
の
よ
う
な
集
合
的
本
質
を
認
め
る
こ
と
は
仮
説
に
遁
れ
る
の
と
は
全
く
別
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
寧
ろ

真
の
現
象
学
的
な
現
実
主
義
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
精
神
科
学
は
単
に
空
間
的
に
限
ら
れ
た
形
象
、
人
格
、

家
族
、
民
族
（
そ
れ
ら
は
時
間
的
な
全
体
性
と
し
て
は
同
様
に
限
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
）
の
如
き
を
求
め
る
ば

か
り
で
な
く
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
内
容
的
な
見
地
に
お
い
て
限
り
の
な
い
も
の
、
ア
ウ
フ
ク
レ
ー
ル
ン
グ
、
ル
ネ
サ

ン
ス
、
印
象
主
義
と
い
う
が
如
き
形
態
を
個
性
的
な
統
一
及
び
全
体
性
と
し
て
見
通
そ
う
と
す
る
、
い
な
物
理
的

に
限
ら
れ
た
も
の
（
民
族
、
種
族
、
氏
族
）
に
お
い
て
す
ら
、
我
々
は
外
的
な
統
一
に
よ
っ
て
は
全
く
保
証
さ
れ

て
い
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
を
研
究
す
る
の
で
あ
る
。
形
態
学
的
・
現
象
学
的
方
法
は
こ
の
よ
う
に
個
性
の
領
域
か

ら
形
態
の
領
域
へ
入
っ
て
行
く
。
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あ
ら
ゆ
る
精
神
科
学
に
は
最
も
深
く
歴
史
的
性
質
が
属
し
て
い
る
。
蓋
し
す
べ
て
の
個
性
的
な
も
の
は
歴
史
的

で
あ
る
、
い
な
、
歴
史
を
有
す
る
も
の
の
み
が
一
般
に
個
性
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
「
発
展
」
と

い
う
こ
と
は
決
し
て
個
性
の
構
造
に
附
け
加
わ
っ
て
く
る
よ
り
高
い
次
元
で
は
な
い
、
そ
れ
は
、
生
成
と
存
在
と

の
統
一
及
び
全
体
と
し
て
の
個
性
の
根
本
的
構
造
に
最
初
か
ら
必
然
的
に
結
び
附
い
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
発

展
の
概
念
は
、
精
神
科
学
的
世
界
の
ひ
と
つ
の
新
し
い
領
域
を
現
す
の
で
な
く
、
却
っ
て
こ
の
全
体
の
世
界
を
新

し
い
パ
ー
ス
ペ
ク
チ
ヴ
に
お
い
て
現
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
発
展
と
い
う
こ
と
も
種
々
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
チ

ザ
ル
ツ
は
こ
の
概
念
を
如
何
に
把
握
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
形
態
学
的
見
方
に
と
っ
て
は
、
発
展
と
は
ま
さ
に
形
態

の
変
化
（	 W

andel	

）
で
あ
っ
て
、
進
歩
（	 Fortschritt	

）
を
意
味
し
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
形
態
は
統
一
と
し
て
一

の
イ
デ
ー
の
実
現
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
有
機
体
は
一
の
小
宇
宙
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
そ
れ
自
身
か
ら
理
解
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
生
は
全
体
か
ら
諸
部
分
に
向
っ
て
動
く
。
ゲ
ー
テ
は
こ
の
よ
う
に
自
然
を
見
、
こ
の
よ
う
に
彼
は
芸

術
を
作
っ
た
。
そ
こ
に
は
時
間
的
な
流
と
空
間
的
な
形
と
の
最
も
完
全
な
調
和
が
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
直
観
に
お
い

て
存
在
の
見
方
と
生
成
の
見
方
と
の
諧
調
は
体
現
さ
れ
た
。
真
の
歴
史
は
恰
も
そ
の
よ
う
に
流
動
と
イ
デ
ー
、
生

成
と
存
在
と
の
二
つ
の
も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
に
の
み
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
根
源
が
ま
た
発
展
の
概

念
を
制
約
す
る
。
我
々
は
、
た
だ
享
受
的
に
、
趣
味
的
に
、
移
り
行
く
流
の
河
に
ゆ
す
ぶ
ら
れ
る
印
象
主
義
に
対
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し
て
戦
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
ま
た
我
々
は
す
べ
て
の
概
念
的
硬
化
に
対
し
て
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
運
動
か
ら

の
合
理
主
義
的
抽
象
に
も
と
づ
く
に
せ
よ
、
或
い
は
こ
の
運
動
の
機
械
的
な
、
予
見
さ
れ
予
測
さ
れ
得
る
過
程
へ

の
還
元
に
も
と
づ
く
に
せ
よ
、
反
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
十
九
世
紀
に
お
け
る
似
而
非
ヘ
ー
ゲ
ル
的
、
似
而
非

ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
進
化
主
義
（	 Evolutionism

us	

）
は
あ
た
か
も
こ
の
後
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
べ
て
か
く

の
如
き
外
的
な
前
後
継
起
に
基
礎
附
け
ら
れ
た
発
展
説
は
、
純
粋
な
時
間
を
除
外
し
た
、
空
間
化
、
空
間
の
視
角

の
も
と
に
お
け
る
見
解
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、ベ
ル
グ
ソ
ン
（ H

enri B
ergson, 1859―

【1941

】）
的
に
い
え
ば
、

実
在
的
持
続
（	 durée réelle	
）
の
体
験
が
、
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
精
神
科
学
的
形
成
の
前
提
が
欠
け
て
い
る
。
進

歩
は
よ
り
高
き
生
の
動
性
、
無
限
性
、
自
由
が
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
の
み
存
す
る
。
発
展
と
進
歩
と
は
、
ま
た

進
歩
と
歴
史
と
は
、
同
じ
で
な
い
。
物
質
的
な
も
の
の
う
ち
に
は
進
歩
は
あ
る
が
、
個
性
的
な
も
の
は
歴
史
を
有

す
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
発
展
は
形
態
の
転
化
以
外
の
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
形
態
か
ら
形
態
へ
と
発
展
す
る
。

精
神
科
学
に
と
っ
て
の
主
な
る
敵
、
宿
敵
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
存
在
と
生
成
と
を
分
離
し
、
こ
の
よ
う
に
暴

力
的
に
孤
立
せ
し
め
ら
れ
た
前
後
継
起
を
機
械
的
規
則
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
進
化
主
義
で
あ
る
。
精

神
史
の
う
ち
に
は
唯
一
つ
の
法
則
が
存
在
す
る
、
こ
の
法
則
は
何
等
発
展
の
法
則
で
は
な
い
、
そ
の
法
則
は
、
た

だ
創
造
的
な
も
の
の
不
滅
性
、
た
だ
高
き
も
の
、
強
き
も
の
、
固
有
な
る
も
の
の
永
続
、
た
だ
生
け
る
も
の
の
作
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用
（
固
よ
り
す
べ
て
の
創
造
的
な
も
の
、
高
き
も
の
、
生
け
る
も
の
の
そ
れ
で
な
い
）
を
確
か
め
る
の
で
あ
る
。

批
判
的
な
発
展
概
念
は
か
よ
う
に
し
て
既
に
個
性
的
な
も
の
そ
の
も
の
の
構
造
の
う
ち
に
予
示
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
よ
う
な
如
何
な
る
特
徴
を
も
も
た
ら
す
も
の
で
な
い
、
と
チ
ザ
ル
ツ
は
考
え
る
。

広
い
意
味
で
の
形
態
学
的
見
方
は
現
代
ド
イ
ツ
の
文
学
史
に
と
っ
て
支
配
的
な
方
法
論
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
う
ち
に
は
固
よ
り
種
々
の
重
要
な
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
主
と
し
て
個
人
の
直

観
的
能
力
に
俟
つ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
文
学
史
の
科
学
性
の
問
題
が
背
後
に
推
し
退
け
ら
れ
、
ま

た
隠
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
易
い
と
い
う
こ
と
も
争
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
し
て
ま
た
文
学
に
関

す
る
研
究
が
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
委
ね
ら
れ
る
か
、
或
い
は
そ
れ
を
欲
し
な
け
れ
ば
単
な
る
材
料
の
研

究
の
実
証
主
義
に
と
ど
ま
る
か
と
い
う
結
果
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
文
学
の
歴
史
叙
述
は
し
ば
し
ば
ひ
と
つ
の

芸
術
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
し
て
文
学
史
の
最
高
の
著
作
は
こ
の
主
張
を
裏
書
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
ま
た
芸
術

作
品
は
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
が
考
え
る
よ
う
に
、
単
な
る
感
激
、
神
的
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
生
ず
る
も

の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
う
ち
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
種
類
に
よ
っ
て
変
化
す
る
一
定
の
心
的
・
精
神
的
法
則

性
が
含
ま
れ
、
そ
し
て
歴
史
的
生
も
ま
た
法
則
に
従
っ
て
発
展
す
る
。
こ
れ
ら
の
法
則
は
論
理
的
方
法
に
ま
で

高
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
学
史
は
科
学
に
属
す
る
。
し
か
る
に
す
べ
て
の
科
学
は
、
そ
れ
が
単
に
手
工
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文
学
史
方
法
論

業
的
な
技
術
も
し
く
は
単
な
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
べ
き
で
な
く
、
真
に
科
学
で
あ
る
べ
き
で
あ

る
な
ら
ば
、
自
己
の
取
扱
う
特
定
の
領
域
の
論
理
的
法
則
性
を
反
省
し
、
そ
れ
か
ら
自
己
の
方
法
を
規
定
し
、
そ

し
て
こ
れ
を
も
っ
て
そ
の
対
象
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
自
己
の
科
学
の
立
法
者
で
あ
る
べ
き
文

学
史
家
は
自
己
の
う
ち
に
科
学
的
悟
性
を
養
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
彼
は
論
理
か
ら
彼
の
方
法
の
合
法

則
性
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
文
芸

学
」（	 Literaturw

issenschaft	
）
は
、
形
態
学
的
見
方
を
何
等
か
の
意
味
で
認
め
つ
つ
、
し
か
も
文
学
史
が
精
神

科
学
と
し
て
有
す
る
そ
の
科
学
性
、
論
理
性
、
法
則
性
の
方
面
に
特
に
関
心
し
、
ま
た
そ
れ
を
強
調
せ
る
も
の
と

看
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
か
か
る
傾
向
の
代
表
的
な
学
者
の
一
人
と
し
て
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
（	 Em

il 

Erm
atinger, 1837―

 【1953

】）
の
説
に
注
意
し
よ
う
。

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
（	 W

ilhelm
 W

indelband, 1848―
1915 

）、
リ
ッ
カ
ー
ト
（	 H

einrich R
ickert, 1863―

【1936

】）
等
の
哲
学
者
の
方
法
論
的
著
作
に
よ
っ
て
、
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
諸
業
績
の
影
響
に
よ
っ
て
、
自
然
科

学
と
精
神
科
学
も
し
く
は
文
化
科
学
と
の
間
の
原
理
的
な
相
違
は
今
日
も
は
や
殆
ど
争
わ
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
自
然
科
学
は
無
制
約
的
に
一
般
的
妥
当
性
を
有
す
る
諸
概
念
を
求
め
る
に
反
し
て
、
精
神
科
学
、
特
に
歴

史
は
、
一
回
的
な
も
の
、
個
性
的
な
も
の
を
把
捉
し
よ
う
と
す
る
。
自
然
科
学
は
、
す
べ
て
の
出
来
事
を
そ
の
一
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般
的
意
味
に
お
い
て
捉
え
る
た
め
に
量
的
・
数
学
的
の
大
い
さ
に
還
元
し
、
対
象
の
性
質
的
差
異
を
無
視
す
る
よ

う
に
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
は
反
対
に
個
々
の
対
象
の
性
質
的
な
本
質
の
差
異
を
そ
の
時
間
的
出
現
の
一

回
性
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
課
題
を
有
す
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
（	 G

otthold Ephraim
 Lessing, 1729―

1781 

）

と
か
ル
タ
ー（	 M

artin Luther, 1483―
1546 

）と
か
い
う
歴
史
的
人
格
を
量
的
・
数
学
的
大
い
さ
に
お
い
て
現
し
、

共
通
な
も
の
を
数
学
的
価
値
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
り
出
そ
う
と
い
う
が
如
き
こ
と
は
、
歴
史
に
と
っ

て
は
ま
さ
に
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
は
彼
等
の
歴
史
的
存
在
の
固
有
な
る

も
の
、
価
値
あ
る
も
の
は
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
、
こ
れ
ら
の
歴
史
的
一
回
的
な
人
格
が
量
的
考
察
方

法
に
よ
っ
て
一
般
的
概
念
に
還
元
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ル
タ
ー
は
も
は
や
ル
タ
ー
で
な
く
、
レ
ッ
シ
ン
グ
は
も
は
や

レ
ッ
シ
ン
グ
で
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
の
か
く
の
如
き
原
理
的
な
方
法
的
な
相
違
か
ら
、

法
則
の
概
念
は
た
だ
自
然
科
学
に
の
み
属
し
、
精
神
科
学
は
規
範
と
か
類
型
と
か
傾
向
と
か
い
う
、
よ
り
要
求
の

少
な
い
概
念
を
も
っ
て
満
足
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
を
ひ
と
は
導
き
出
し
た
。
法
則
の
概
念
は
無
制
約
的

な
一
般
的
な
妥
当
性
を
意
味
す
る
か
ら
、
精
神
科
学
に
お
い
て
の
よ
う
に
一
回
的
な
も
の
、
個
性
的
な
も
の
が
問

題
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
適
用
さ
れ
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
精
神
科
学
に
お
い
て
法
則
の
概
念
を
断
念
し
よ
う
と
い
う
思
想
に
対
し
て
、
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
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文
学
史
方
法
論

は
、
先
ず
、
か
く
の
如
き
は
、
法
則
と
い
う
概
念
の
歴
史
的
使
用
法
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
論
ず
る
。
法
則

（N
om

os, Lex
）
と
い
う
概
念
は
も
と
人
間
の
神
学
的
・
政
治
的
・
道
徳
的
生
活
の
領
域
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
世
界
の
神
的
な
合
法
則
性
と
い
う
宗
教
的
観
念
が
初
め
て
ス
ト
ア
に
お
い
て
神
的
理
性
の
内
在
と

し
て
の
合
法
則
的
な
自
然
秩
序
の
観
念
を
成
立
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
に
も
な
お
神
の
意
志
と

自
然
法
則
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
自
然
法
則
の
概
念
か
ら
無
制
約
的
な
一
般
的
な
妥
当
性
と
い
う
表
徴
を
除
外
し

て
い
た
。
か
の
啓
蒙
時
代
に
お
い
て
教
会
的
な
自
然
蔑
視
が
排
斥
さ
れ
、「
自
然
科
学
」
が
数
学
的
基
礎
の
上
に

確
立
さ
れ
る
に
及
ん
で
初
め
て
、
今
日
普
通
の
数
学
的
な
意
味
に
お
け
る
自
然
法
則
の
概
念
が
導
き
入
れ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
（	 Isaac N

ew
ton, 1643―

1727	

）
や
カ
ン
ト
の
法
則
概
念
は
代
表
的
な
も
の
で

あ
る
。
十
九
世
紀
に
お
け
る
自
然
科
学
の
成
功
の
影
響
の
も
と
に
、
そ
の
名
に
値
す
る
科
学
は
一
般
に
自
然
科
学

的
方
法
を
適
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
思
想
が
出
現
し
た
。
こ
の
こ
と
は
特
に
歴
史
に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ
た
。

実
証
主
義
的
方
法
の
創
唱
者
た
る
コ
ン
ト
は
、
科
学
の
課
題
は
一
般
に
「
す
べ
て
の
現
象
を
不
変
な
諸
自
然
法
則

に
従
え
る
も
の
と
し
て
考
察
し
、
こ
れ
ら
諸
法
則
の
精
密
な
発
見
及
び
そ
れ
ら
の
で
き
る
限
り
少
数
の
法
則
へ
の

還
元
が
我
々
の
す
べ
て
の
努
力
の
目
的
で
あ
る
。」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
方
法
は
、
自
然
科
学
に
関
係
さ
せ
ら

れ
た
法
則
概
念
の
量
的
な
特
徴
を
、
統
計
的
証
明
方
法
の
形
式
に
お
い
て
歴
史
の
中
へ
も
導
き
入
れ
る
。
か
よ
う
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に
し
て
バ
ッ
ク
ル
は
そ
の
イ
ギ
リ
ス
文
明
史
に
お
い
て
、
統
計
的
数
字
の
基
礎
の
上
に
、
自
然
科
学
的
法
則
に
類

似
し
た
「
歴
史
的
法
則
」
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
そ
の
ド
イ
ツ
文
学
史
に
お

い
て
、
ド
イ
ツ
文
学
の
発
展
過
程
の
「
図
式
」（
彼
は
法
則
と
い
う
代
り
に
用
心
深
く
図
式
と
い
っ
て
い
る
）
と

し
て
規
則
的
な
波
動
運
動
を
考
え
、
個
々
の
波
の
長
さ
を
六
百
年
と
計
算
し
た
の
も
、
同
様
に
実
証
主
義
的
歴
史

観
の
統
計
的
・
量
的
方
法
の
ひ
と
つ
の
適
用
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
試
み

は
、
そ
れ
が
厳
密
に
自
然
科
学
の
論
理
的
・
数
学
的
因
果
性
の
意
味
に
お
け
る
法
則
性
を
示
し
得
な
い
の
み
で
な

く
、
ま
た
そ
れ
に
歴
史
的
諸
過
程
の
真
の
科
学
的
闡
明
の
意
味
に
お
け
る
認
識
価
値
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
も

明
白
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
精
神
科
学
は
一
般
に
法
則
の
概
念
を
断
念
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー

に
依
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
科
学
の
意
味
は
、
そ
れ
の
取
扱
う
材
料
を
「
法
則
に
還
元
す
る
」
に
あ
る
、
と
い
う
ニ
ュ

ー
ト
ン
の
言
葉
は
今
日
も
な
お
、
純
粋
に
形
式
的
に
見
る
と
き
、
全
く
正
し
い
。
た
だ
精
神
科
学
に
と
っ
て
は
法

則
は
数
学
的
で
あ
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
却
っ
て
精
神
科
学
の
特
殊
な
、
固
有
な
根
本
態
度
か
ら
必
然
的
に
、
論
理

的
に
従
っ
て
く
る
法
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

文
芸
学
の
課
題
は
あ
ら
ゆ
る
精
神
科
学
に
と
っ
て
の
よ
う
に
対
象
を
歴
史
的
生
活
に
お
け
る
個
性
的
な
一
回
性

に
お
い
て
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。個
性
は
こ
の
場
合
文
学
的
個
性
で
あ
る
。従
っ
て
問
題
は
、如
何
な
る
法
則
が
、
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文
学
史
方
法
論

最
も
広
い
意
味
に
お
け
る
文
学
的
個
性
を
、
そ
れ
故
に
個
人
と
し
て
の
文
学
者
の
み
で
な
く
、
ま
た
民
族
、
時
代
、

作
品
、
等
々
を
、
一
般
的
な
必
然
的
な
妥
当
性
を
有
す
る
思
惟
形
式
と
し
て
規
定
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
す

こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
法
則
は
文
学
的
個
性
を
科
学
的
に
理
解
す
る
た
め
の
助
け
と
な
る
。
エ

ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
は
そ
の
よ
う
な
法
則
の
一
般
的
な
も
の
と
し
て
先
ず
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

第
一
、
歴
史
的
個
性
の
概
念
と
共
に
与
え
ら
れ
た
合
目
的
的
聯
関
と
し
て
の
意
味
統
一
の
法
則
。
個
性
と
は
不

可
分
的
な
統
一
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
統
一
は
物
質
的
・
量
的
意
味
に
お
け
る
統
一
で
な
く
、
精
神
的
な
関
係

の
関
聯
の
統
一
で
あ
る
。
か
か
る
統
一
は
つ
ね
に
目
的
へ
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
個
性
は
意
味
統
一
（	 Sinneinheit	
）
で
あ
る
、
文
学
者
に
関
し
て
云
え
ば
、
ひ
と
つ
の
文
学
的
出
来
事
も

し
く
は
ひ
と
つ
の
文
学
的
作
品
の
意
味
統
一
で
あ
る
。
か
よ
う
な
統
一
は
有
機
体
（	 O

rganism
us	

）
の
概
念
に

よ
っ
て
最
も
よ
く
現
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
有
機
体
の
概
念
は
、
歴
史
的
生
の
意
味
統
一
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

た
個
性
と
し
て
の
精
神
的
な
も
の
を
明
瞭
に
、
一
義
的
に
特
徴
付
け
て
い
る
。

第
二
、
個
性
的
な
も
の
の
不
安
定
な
性
格
の
法
則
と
し
て
の
類
型
と
個
別
的
存
在
と
の
関
係
の
法
則
。
直
観
と

か
感
覚
像
と
か
思
惟
表
象
と
か
い
う
概
念
を
そ
の
内
容
に
従
っ
て
論
理
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
れ
ら
が

絶
対
的
な
、
論
理
的
に
一
義
的
に
規
定
さ
れ
得
る
大
い
さ
で
な
く
、
却
っ
て
段
階
的
な
諸
価
値
で
あ
り
、
直
観
像
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と
か
概
念
と
か
い
う
極
限
価
値
の
多
岐
的
な
階
梯
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
思
惟
の
抽
象
的
活
動
に
し

て
も
、
一
義
的
な
大
い
さ
を
作
り
出
す
機
械
的
活
動
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
生
産
物
は
流
動
的
な
も
の
、
弾
力
的

な
も
の
の
性
格
を
含
む
動
的
活
動
で
あ
る
。
例
え
ば
ひ
と
が
「
家
」
と
い
う
語
を
語
る
と
き
、
彼
が
そ
れ
に
よ
っ

て
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
様
式
の
家
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
、
ド
イ
ツ
の
バ
ロ
ッ
ク
の
様
式
の
家
の
こ

と
を
考
え
て
い
る
の
か
、
定
ま
っ
て
現
さ
れ
て
い
な
い
。
思
惟
の
直
接
的
な
表
現
と
し
て
の
言
語
の
特
有
性
は
、

そ
れ
の
要
素
即
ち
語
が
感
性
的
・
直
観
的
意
味
と
共
に
論
理
的
・
概
念
的
意
味
を
有
し
、
二
つ
の
価
値
群
の
間
の

関
係
が
決
し
て
明
瞭
に
、
一
義
的
に
規
定
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
言
語
（
思
惟
）

は
ひ
と
つ
の
対
象
を
つ
ね
に
個
別
的
存
在
と
し
て
と
同
時
に
類
的
存
在
と
し
て
現
し
、
そ
の
際
両
者
に
個
性
的
な

も
の
の
性
格
が
賦
与
さ
れ
得
る
。
自
然
科
学
は
こ
の
よ
う
な
事
実
を
意
に
介
し
な
い
、
そ
れ
は
個
性
的
な
個
別
的

存
在
を
無
視
し
て
、
絶
対
的
な
抽
象
に
お
い
て
、
一
般
的
な
も
の
の
表
現
と
し
て
法
則
を
作
る
。
こ
れ
に
反
し
精

神
科
学
は
、
個
性
的
な
も
の
の
研
究
と
し
て
、
思
惟
の
こ
の
よ
う
な
特
有
性
を
考
慮
に
入
れ
、
そ
し
て
特
に
文
芸

学
に
と
っ
て
は
そ
こ
か
ら
、
個
性
概
念
の
抽
象
化
的
な
広
さ
と
具
体
化
的
な
狭
さ
と
し
て
の
類
型
と
個
別
的
存
在

と
の
関
係
の
規
定
が
結
果
す
る
。
文
学
者
は
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
が
特
殊
的
な
も
の
、
個
別
的
な
も
の
を
現
す
と

同
時
に
―
―
固
よ
り
つ
ね
に
個
性
的
な
も
の
の
範
囲
に
お
い
て
且
つ
個
性
的
な
も
の
の
特
性
を
も
っ
て
―
―
ま
た
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一
般
的
な
も
の
、類
的
な
も
の
を
現
す
よ
う
に
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、そ
の
言
葉
は
「
象

徴
的
な
」
言
葉
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
個
別
的
な
人
格
を
叙
述
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
格
が
同

時
に
時
代
史
的
な
類
型
の
特
殊
な
表
現
と
な
る
よ
う
に
、
例
え
ば
レ
ッ
シ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
、
彼
が
そ
の
時
代
の

一
般
的
な
合
理
主
義
者
の
タ
イ
プ
の
特
殊
な
形
態
を
現
す
よ
う
に
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
別
的
な
も
の

が
類
型
的
・
一
般
的
な
も
の
の
表
現
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
芸
学
的
叙
述
は
象
徴
的
な
性
格
を
得
て

く
る
。

第
三
、
対
立
す
る
二
方
向
に
は
た
ら
く
力
の
生
命
的
統
一
の
展
開
の
法
則
と
し
て
の
分
極
性
（	 Polarität	

）
の

法
則
。
分
極
性
の
法
則
は
類
と
個
別
的
存
在
と
の
間
の
交
互
作
用
の
法
則
と
密
接
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
対
立
的
な
力
の
葛
藤
と
し
て
の
生
の
性
格
か
ら
従
っ
て
く
る
。
生
に
お
い
て
は
、
一
方
も
し
く
は
他
方
の
側
か

ら
の
力
の
均
衡
は
絶
え
ず
攪
乱
さ
れ
、
ひ
と
た
び
均
衡
が
現
れ
た
に
し
て
も
、
生
の
続
く
限
り
、
す
ぐ
さ
ま
再
び

破
壊
さ
れ
る
。
生
は
均
衡
を
作
ろ
う
と
す
る
絶
え
ざ
る
努
力
で
あ
る
と
同
時
に
均
衡
を
持
続
的
に
作
る
こ
と
の
無

力
で
あ
る
。
死
が
初
め
て
均
衡
の
安
定
、
従
っ
て
完
全
な
静
止
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
生
を
思
惟
形
象
に
高
め

よ
う
と
す
る
精
神
科
学
的
思
惟
に
と
っ
て
も
分
極
性
の
法
則
は
重
要
で
あ
る
。
そ
の
場
合
そ
れ
は
、
分
極
性
の
概

念
を
数
学
的
・
量
的
に
で
は
な
く
、
動
的
・
質
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
分
極
性
の
根
源
は
形
而
上
学
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的
な
創
造
的
衝
動
の
統
一
で
あ
る
。
こ
の
衝
動
が
現
実
に
現
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
相
反
す
る
作
用
の
仕
方
と
し
て

戦
う
二
つ
の
力
に
分
割
さ
れ
る
、
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
力
の
う
ち
に
は
根
源
的
な
形
成
衝
動
が
そ
の
統
一

性
に
お
い
て
絶
え
ず
生
き
て
い
る
故
に
、
結
合
に
向
っ
て
努
力
す
る
。
例
え
ば
、
宗
教
改
革
は
も
と
一
五
〇
〇
年

の
頃
、
当
時
の
教
会
の
外
面
化
さ
れ
た
形
態
に
反
対
し
て
は
た
ら
い
た
内
面
化
及
び
本
質
化
に
向
っ
て
の
宗
教

的
、
道
徳
的
衝
動
か
ら
起
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
衝
動
の
う
ち
に
は
す
ぐ
さ
ま
二
つ
の
相
反
す
る
力

が
動
い
て
い
る
。
即
ち
一
方
で
は
教
会
の
硬
化
し
た
禁
欲
に
対
し
て
自
然
的
人
間
の
権
利
を
強
調
す
る
自
由
の
衝

動
（
例
え
ば
聖
職
者
の
結
婚
の
要
求
）
が
あ
り
、
し
か
し
他
方
で
は
教
会
の
外
面
的
な
救
済
秩
序
の
精
神
化
に
対

す
る
衝
動
（
行
為
に
よ
っ
て
で
は
な
く
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
せ
ら
れ
る
こ
と
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
力
は
、

そ
の
対
立
に
よ
っ
て
互
い
に
富
ま
せ
つ
つ
、
ル
タ
ー
の
如
き
人
格
の
う
ち
に
は
た
ら
い
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
歴

史
的
生
の
運
動
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
分
極
性
を
彼
の
弁
証
法
に
お
け
る
正
、
反
、
合
の
転
化
に
お
い
て
強
調
し

た
が
、
そ
の
際
彼
は
こ
の
法
則
を
精
密
に
概
念
化
し
よ
う
と
し
て
誤
謬
に
陥
り
、
そ
れ
を
精
神
科
学
の
動
的
な
思

惟
方
法
か
ら
数
学
的
な
思
惟
方
法
に
堕
せ
し
め
た
。
彼
の
弟
子
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（	 Ludw

ig Feuerbach, 

1804―
72 

）
や
マ
ル
ク
ス
（	 K

arl M
arx, 1818―

83 
）
が
唯
物
論
的
・
量
化
的
歴
史
観
の
建
設
者
と
な
っ
た
の

も
何
等
偶
然
で
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、
分
極
性
の
理
念
を
数
学
的
な
矛
盾
に
極
端
化
す
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
よ
う
な
唯
物
論
的
考
察
方
法
の
萌
芽
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
は
論
じ

て
い
る
。

第
四
、
生
命
統
一
の
形
態
か
ら
形
態
へ
の
間
隙
な
き
転
化
の
法
則
と
し
て
の
連
続
性
の
法
則
。
第
二
の
法
則

が
第
一
の
法
則
か
ら
必
然
的
に
従
っ
て
く
る
よ
う
に
、
第
四
の
法
則
は
第
三
の
法
則
か
ら
必
然
的
に
従
っ
て
く

る
。
個
性
的
生
の
性
格
と
し
て
の
意
味
統
一
の
法
則
が
個
性
の
現
象
形
態
と
し
て
の
類
と
個
別
的
存
在
と
の
関
係

を
規
定
す
る
よ
う
に
、
分
極
性
の
法
則
は
第
四
の
、
連
続
性
の
法
則
を
規
定
す
る
。
生
の
動
性
の
概
念
は
も
ろ
も

ろ
の
力
の
間
隙
な
き
滲
透
と
い
う
こ
と
を
含
む
、
生
の
力
の
流
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
な
い
よ
う
な
如
何
な
る
空

間
も
存
し
な
い
、
静
止
が
来
た
よ
う
に
見
え
る
場
合
で
も
、
こ
の
静
止
は
た
だ
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
生
の
過

程
に
は
間
隙
な
き
連
続
性
が
属
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ひ
と
は
連
続
性
の
概
念
を
、
恰
も
科
学
的
観
察
者
が

個
々
の
場
合
に
お
け
る
一
定
の
前
提
か
ら
何
が
結
論
と
し
て
生
ず
る
か
を
予
言
し
、
こ
の
結
論
は
必
ず
現
実
に
お

い
て
現
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
よ
う
に
、
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
連
続
性
と
し
て
必
然
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と

は
、
そ
の
個
性
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
た
出
来
事
の
「
方
向
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ゲ
ー
テ
と
シ
ラ
ー
（	 Friedrich	

Schiller, 1759―
1805	

）
と
を
詳
し
く
知
っ
て
い
る
者
は
、
科
学
的
必
然
性
を
も
っ
て
、
よ
し
シ
ラ
ー
が
イ
タ
リ

ア
へ
旅
行
し
た
に
し
て
も
彼
に
は
、
そ
れ
が
実
際
に
ゲ
ー
テ
に
も
た
ら
し
た
よ
う
な
利
益
は
も
た
ら
さ
れ
な
か
っ
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た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
彼
が
イ
タ
リ
ア
へ
行
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は

彼
の
生
に
お
け
る
連
続
性
の
法
則
に
属
し
て
い
た
、
そ
し
て
ゲ
ー
テ
が
イ
タ
リ
ア
へ
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
ゲ
ー

テ
の
生
に
お
け
る
連
続
性
の
法
則
の
ひ
と
つ
の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ゲ
ー
テ
を
イ
タ
リ
ア
へ
連
れ
て
行

っ
た
特
殊
な
事
情
は
必
然
的
に
は
規
定
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
原
理
的
に
言
い
表
せ
ば
、
方
法
論
的
概
念
と
し

て
の
連
続
性
は
、
個
性
の
法
則
性
を
、
そ
の
個
性
の
す
べ
て
の
時
間
的
に
継
起
す
る
諸
表
現
に
お
け
る
統
一
的
な

も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

か
く
の
如
き
が
文
芸
学
に
お
け
る
判
断
の
方
法
論
的
根
本
規
定
と
し
て
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
に
よ
っ
て
樹
て
ら

れ
た
四
つ
の
一
般
的
法
則
で
あ
る
。と
こ
ろ
で
、エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、こ
れ
ら
の
一
般
的
法
則
は
次
に
、

文
芸
学
の
三
つ
の
主
要
問
題
へ
の
適
用
に
お
い
て
闡
明
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
三
つ
の
主
要
問
題
と
い
わ
れ
る

の
は
、
一
、
社
会
歴
史
的
問
題
（
民
族
、
時
代
、
社
会
、
世
代
、
発
展
等
々
）、
二
、
そ
の
心
理
的
・
世
界
観
的

意
味
及
び
そ
の
発
展
に
お
け
る
詩
人
的
人
格
の
問
題
、
三
、
詩
的
な
芸
術
作
品
の
分
析
の
問
題
、
の
こ
と
で
あ
る
。

右
の
叙
述
に
よ
っ
て
知
ら
れ
得
る
如
く
、
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
も
ま
た
そ
の
文
芸
学
的
思
想
の
ま
こ
と
に
多
く

の
も
の
を
ゲ
ー
テ
に
、
そ
の
形
態
学
的
思
想
に
負
う
て
い
る
。
た
だ
チ
ザ
ル
ツ
が
現
象
学
的
直
観
的
方
法
を
強
調

す
る
に
対
し
て
、
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
は
論
理
的
思
惟
方
法
を
力
説
す
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
彼
は
カ
ン
ト
的
・
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認
識
論
的
立
場
を
重
ん
じ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
に
比
し
て
す
ら
な
お
新
カ
ン
ト
派
的
方
法
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と

も
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
方
法
論
は
そ
の
根
柢
に
お
い
て
全
く
形

而
上
学
的
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
デ
ィ
ル
タ
イ
は
却
っ
て
当
時
の
実
証
主
義
的
経
験
主
義
的
思
潮
の
影
響
の
も
と

に
立
っ
て
い
た
。
彼
は
精
神
科
学
の
実
証
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
を
離
れ
た
基
礎
附
け
を
な
そ
う
と
欲
し

た
。
彼
は
こ
の
こ
と
が
精
神
現
象
の
純
粋
な
記
述
の
道
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
と
信
じ
た
。
彼
は
そ
の
精
神
科
学

的
心
理
学
乃
至
構
造
心
理
学
の
こ
と
を
「
記
述
的
心
理
学
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。
し
か
る
に
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー

に
よ
れ
ば
、
精
神
的
生
の
「
記
述
」
と
い
う
こ
と
は
、
四
角
な
円
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
に
一
の	 contradictio 

in adjecto	

で
あ
る
。
精
神
的
生
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
と
同
じ
く
、
動
性
で
あ
り
、
生
成
、
発
展
、
葛
藤
で
あ
る
か
ら
、

ひ
と
は
そ
れ
を
記
述
に
よ
っ
て
は
科
学
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
な
ぜ
な
ら
記
述
と
い
う
こ
と
は
静
止

的
な
態
度
で
あ
り
、
従
っ
て
純
粋
に
静
止
的
な
対
象
に
適
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
精
神
的
生
は
、
そ
れ

を
発
展
的
に
、
弁
証
法
的
に
、
換
言
す
れ
ば
、
自
己
の
思
惟
内
容
と
対
象
の
思
惟
内
容
と
の
絶
え
ざ
る
関
係
付
け
、

対
質
に
お
い
て
描
く
よ
り
ほ
か
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
実
証
主
義
的
傾
向
は
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
に
お
い
て
発
達

さ
せ
ら
れ
た
「
有
機
体
」
の
概
念
を
「
構
造
」
の
概
念
に
よ
っ
て
置
き
換
え
た
。
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
は
今
や
構

造
の
概
念
を
排
し
て
再
び
有
機
体
の
概
念
を
精
神
科
学
の
中
心
点
に
据
え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
有
機
体
の
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概
念
を
復
位
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
重
大
な
帰
結
を
伴
う
こ
と
で
あ
る
、即
ち
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
「
実
証
主
義
的
方
法
の
記
述
的
立
場
の
廃
棄
と
精
神
科
学
の
形
而
上
学
的
根
本
性
質
に
つ
い
て
の
反
省
」

を
意
味
す
る
。
精
神
科
学
は
「
形
而
上
学
の
勇
気
」
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
彼
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
形
而
上
学
と
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
、
就
中
ゲ
ー
テ
の
、
美
学
及
び
歴
史
哲
学
の
根
柢
を
な
す
有
機
体
説
的
世

界
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
樹
て
た
文
芸
学
の
一
般
法
則
は
、
実
に
、
か
よ
う
な
有
機
体
説

的
美
学
並
び
に
歴
史
観
を
最
も
明
瞭
に
定
式
化
し
た
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

ク
ラ
シ
ィ
ク
と
か
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
と
か
い
う
概
念
は
チ
ザ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
特
に
「
形
態
」
を
表
す
も
の
で
あ
っ

た
が
、
シ
ュ
ト
リ
ヒ
（	 Fritz Strich, 1882―

【1963

】）
な
ど
は
そ
れ
ら
を
「
様
式
」（	 Stil	

）
と
称
し
て
い
る
。

し
か
し
彼
等
に
と
っ
て
も
様
式
の
概
念
が
形
而
上
学
的
な
、
含
蓄
的
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
変
り
が

な
い
。
シ
ュ
ト
リ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
精
神
史
は
「
様
式
史
」（	 Stilgeschichte	

）
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

様
式
史
の
思
想
は
就
中
ウ
ェ
ル
フ
リ
ン
（	 H

einrich W
ölfflin	

）
の
『
美
術
史
の
基
礎
概
念
。
近
代
美
術
に
お
け

る
様
式
発
展
の
問
題
』
以
来
有
名
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
最
近
の
文
学
史
方
法
論
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
。
シ
ュ
ト
リ
ヒ
は
い
っ
て
い
る
。
人
間
精
神
の
歴
史
は
永
遠
に
一
つ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
人
間
の
限

り
な
き
変
化
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
タ
イ
プ
は
あ
ら
ゆ
る
時
間
的
発
展
の
根
柢
に
横
た
わ
る
実
体
で
あ
る
。
そ
れ
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文
学
史
方
法
論

は
無
限
に
豊
富
な
現
象
に
変
化
す
る
が
、
し
か
も
形
態
の
す
べ
て
の
変
化
に
も
拘
ら
ず
そ
の
本
質
に
お
い
て
つ
ね

に
同
一
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
歴
史
科
学
は
そ
れ
故
に
、
精
神
の
持
続
と
変
化
と
を
、
変
化
の
う
ち
に
お
け
る
そ

の
持
続
と
、
持
続
の
う
ち
に
お
け
る
そ
の
変
化
と
を
把
握
す
る
と
い
う
、
二
重
の
、
し
か
も
唯
一
つ
の
課
題
を
有

す
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
先
ず
人
間
性
の
変
る
こ
と
な
き
形
式
、
永
遠
な
る
実
体
を
捉
え
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
そ
れ
は
こ
の
こ
と
を
基
礎
概
念
を
も
っ
て
な
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
基
礎
概
念
を
も
っ
て
、
人
間
を
人
間
と

な
し
、
精
神
を
精
神
と
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
捉
え
且
つ
描
こ
う
と
す
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
永
遠
な
形

式
は
た
だ
時
間
の
限
り
な
き
形
態
変
化
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
そ
の
生
命
を
得
る
。
時
間
は
創
造
的
発
展
で
あ
っ

て
、
そ
こ
で
は
如
何
な
る
も
の
も
同
じ
も
の
と
し
て
再
び
還
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
が
歴
史
科

学
に
他
の
方
面
の
性
格
を
与
え
る
。
永
遠
な
根
本
形
式
の
時
間
の
う
ち
に
お
け
る
統
一
的
な
、
特
有
な
顕
現
、
根

本
形
式
が
或
る
時
代
に
現
れ
る
特
性
的
な
形
態
は
、
こ
の
時
代
の
様
式
と
呼
ば
れ
る
。「
様
式
と
は
そ
れ
故
に
永

遠
な
人
間
性
の
時
間
的
現
象
で
あ
る
。」
精
神
の
持
続
と
変
化
と
は
様
式
の
う
ち
に
お
い
て
同
様
に
そ
の
表
現
を

見
出
す
。
そ
れ
だ
か
ら
精
神
史
は
必
然
的
に
様
式
史
で
あ
る
、
と
シ
ュ
ト
リ
ヒ
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
ひ
と
は

如
何
に
し
て
精
神
の
永
遠
な
本
質
を
捉
え
得
る
の
で
あ
る
か
。
何
が
精
神
を
し
て
精
神
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る

か
。
シ
ュ
ト
リ
ヒ
は
考
え
る
、
精
神
を
真
に
精
神
た
ら
し
め
る
も
の
は
「
永
遠
へ
の
意
志
」
で
あ
る
。
永
遠
な
る
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も
の
が
精
神
の
究
極
の
目
標
で
あ
る
。
精
神
は
自
己
を
消
滅
性
か
ら
救
い
、
永
遠
化
し
よ
う
と
欲
す
る
。
精
神
が

究
極
の
価
値
と
し
て
実
現
す
る
も
の
は
す
べ
て
か
か
る
永
遠
へ
の
意
志
か
ら
出
て
い
る
。
文
化
の
全
体
系
は
か
く

の
如
き
意
味
、
か
く
の
如
き
目
的
を
有
す
る
。
宗
教
は
永
遠
を
体
験
し
よ
う
と
し
、
道
徳
は
そ
れ
を
行
為
し
よ
う

と
し
、
哲
学
は
そ
れ
を
思
惟
し
よ
う
と
し
、
歴
史
は
そ
れ
を
展
開
し
よ
う
と
し
、
そ
し
て
芸
術
は
そ
れ
を
造
形
し

よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
あ
ら
ゆ
る
生
の
二
重
の
本
質
に
相
応
し
て
ま
た
二
重
の
永
遠
が
あ
る
。
シ
ュ
ト
リ
ヒ
は

そ
れ
ら
を
完
成
（	 Vollendung	

）
の
永
遠
及
び
無
限
（	 U

nendlichkeit	

）
の
永
遠
と
称
し
て
い
る
。
自
己
自
身

に
お
い
て
完
成
し
、
自
己
自
身
の
イ
デ
ー
を
実
現
し
、
か
く
て
自
己
自
身
に
お
い
て
浄
福
を
享
受
し
、
変
化
転
変

に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
持
続
す
る
も
の
は
、
永
遠
で
あ
る
。
完
成
は
転
変
な
く
、
従
っ
て
永
遠
で
あ
る
。
そ
れ

は
時
間
を
通
じ
て
無
時
間
的
に
持
続
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
無
限
な
る
も
の
も
永
遠
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し

て
完
成
さ
れ
て
お
ら
ぬ
が
故
に
、
決
し
て
終
る
こ
と
が
な
い
、
限
り
な
き
変
化
、
運
動
及
び
発
展
の
持
続
、
終
る

こ
と
な
き
節
奏
、
絶
え
ず
太
り
ゆ
く
流
の
持
続
、
決
し
て
完
結
す
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
永
遠
に
創
造
的
な
時
間
の
持

続
が
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
永
遠
と
い
う
一
つ
の
根
本
理
念
は
完
成
と
無
限
と
い
う
二
つ
の
も
の
に
自
己
を
分
割

す
る
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
も
の
が
ま
さ
に
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
根
本
理
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
永
遠

の
う
ち
い
ず
れ
に
精
神
の
究
極
の
衝
動
が
向
っ
て
い
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
の
う
ち
に
精
神
が
自
己
を
救
お
う
と
す
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文
学
史
方
法
論

る
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
様
式
の
性
格
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
歴
史
を
基
礎
概
念
を
も
っ
て
描
く
と
い
う
こ
と

は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
永
遠
の
根
本
理
念
を
も
っ
て
描
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二
つ
の
永
遠
の
衝
動
は
そ

の
対
立
性
の
た
め
に
精
神
の
内
的
な
分
極
性
を
形
作
り
、
そ
れ
の
内
的
闘
争
が
す
べ
て
の
精
神
的
発
展
の
動
機
で

あ
る
。
歴
史
科
学
に
と
っ
て
そ
れ
ら
二
つ
の
衝
動
を
互
い
に
秤
量
し
、
評
価
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
、
そ

れ
は
た
だ
そ
れ
ら
を
互
い
に
比
較
し
得
る
の
み
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
精
神
の
本
質
は
分
極
性
に
存
す
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
ら
の
相
対
立
す
る
極
は
た
だ
永
遠
な
る
人
間
性
の
二
つ
の
永
遠
な
方
面
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
に

価
値
判
断
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
は
肆
意
も
し
く
は
党
派
的
精
神
に
属
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
シ
ュ
ト
リ
ヒ

は
そ
の
『
ド
イ
ツ
古
典
主
義
及
び
浪
漫
主
義
』
と
い
う
有
名
な
書
物
に
お
い
て
、
か
く
の
如
き
二
つ
の
様
式
を
比

較
し
つ
つ
取
扱
っ
て
い
る
。
最
近
の
文
学
史
的
研
究
の
一
主
要
傾
向
を
な
す
様
式
史
的
見
方
に
と
っ
て
指
導
的
な

位
置
を
占
め
て
い
る
人
に
は
、
シ
ュ
ト
リ
ヒ
の
ほ
か
に
、
ワ
ル
ツ
ェ
ル
（	 O

skar W
alzel, 1864―

【1944

】）
が

あ
る
。
ワ
ル
ツ
ェ
ル
も
ま
た
様
式
史
的
研
究
の
形
式
分
析
的
な
類
型
構
成
を
精
神
史
的
な
意
味
聯
関
の
把
握
に
結

合
し
、
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

五　
文
学
と
生
活
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有
機
体
説
的
世
界
観
に
と
っ
て
生
の
形
式
と
芸
術
の
形
式
と
は
同
じ
で
あ
る
。
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
掲
げ
た

文
芸
学
の
四
つ
の
一
般
的
法
則
は
、
民
族
、
時
代
、
社
会
、
世
代
と
い
う
が
如
き
社
会
歴
史
的
問
題
に
も
、
詩
人

的
人
格
の
問
題
に
も
、
ま
た
文
学
作
品
の
分
析
の
問
題
に
も
、
等
し
く
適
用
さ
れ
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
い

な
、
有
機
体
説
的
世
界
観
は
特
に
勝
れ
て
美
的
な
、
芸
術
的
な
世
界
観
で
あ
る
と
看
做
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
る
に
生
と
い
い
、
芸
術
と
い
っ
て
も
、
そ
の
形
式
の
方
面
と
内
容
の
方
面
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
固

よ
り
生
や
芸
術
は
現
実
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
有
機
体
説
的
立
場
に
と
っ
て
は
、
形
式
と
内
容
と
の
相
互
貫
徹
、

相
互
滲
透
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
生
と
芸
術
と
の
最
も
密
接
な
聯
関
を
認
め
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
主
と
し
て
形
式

の
方
面
か
ら
考
察
す
る
も
の
と
、
主
と
し
て
内
容
の
方
面
か
ら
考
察
す
る
も
の
と
の
二
つ
の
見
方
の
区
別
が
お
の

ず
か
ら
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
文
学
史
を
精
神
史
と
見
る
立
場
に
お
い
て
も
、
シ
ュ
ト
リ
ヒ
の
よ
う

に
そ
れ
を
様
式
史
と
見
る
も
の
と
、
ル
ド
ル
フ
・
ウ
ン
ゲ
ル
の
よ
う
に
「
問
題
史
」（	 Problem

geschichte	

）
と

し
て
の
文
学
史
を
主
張
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
シ
ュ
ト
リ
ヒ
に
お
い
て
様
式
の
問
題
は
決
し
て
技
巧
乃
至
技
術
の

問
題
で
な
く
、
む
し
ろ
精
神
的
生
の
形
式
の
問
題
で
あ
る
。
様
式
は
彼
に
と
っ
て
永
遠
な
人
間
的
実
体
の
時
間
及

び
空
間
に
お
け
る
統
一
的
に
し
て
特
殊
的
な
現
象
形
式
で
あ
る
。
蓋
し
精
神
は
勝
れ
て
形
式
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
ま
た
精
神
は
観
念
乃
至
思
想
と
い
う
意
味
に
お
い
て
勝
れ
て
内
容
で
あ
る
。
こ
の
方
面
か
ら
考
察
す
る
と
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文
学
史
方
法
論

き
、
精
神
史
と
し
て
の
文
学
史
は
思
想
史
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ウ
ン
ゲ
ル
の
問
題
史
と
し
て
の
文
学
史
の
主
張

の
出
発
点
は
、文
学
は
「
生
の
解
釈
」（	 Lebensdeutung	

）
で
あ
る
と
い
う
、デ
ィ
ル
タ
イ
の
根
本
規
定
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
詩
人
の
世
界
を
、
人
間
的
生
の
最
も
深
い
点
か
ら
、
そ
の
意
識
態
度
か
ら
、
人
間
及
び
世
界
が
詩

人
に
彼
の
生
の
交
渉
に
お
い
て
現
れ
る
仕
方
か
ら
、
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
性
格
の
把
捉
、
出
来
事
の
そ
の
意
味

に
従
っ
て
の
体
験
、
我
々
の
生
存
の
諸
交
渉
の
聯
関
の
生
き
生
き
し
た
経
験
、
人
間
の
諸
状
態
及
び
諸
関
係
、
運

命
か
ら
不
思
議
な
仕
方
で
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
生
と
呼
ば
れ
る
全
体
の
直
観
、
そ
れ
ら
が
文
学
的
作
品
の
本
質

を
規
定
す
る
諸
契
機
で
あ
る
。
詩
人
が
見
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
彼
に
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
意
味
が
あ
る
或
る

も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
彼
の
想
像
力
に
お
い
て
外
的
因
果
の
連
鎖
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
、
そ
れ
は
も
は
や
出
来
事

の
変
化
の
偶
然
性
に
依
存
す
る
こ
と
が
な
い
、
そ
れ
は
も
は
や
こ
の
不
完
全
な
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
完
成
し
て

い
な
い
個
々
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
全
体
性
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
個
々
の
も
の

が
詩
人
の
体
験
に
お
い
て
統
一
的
な
全
体
と
な
り
、
生
の
聯
関
に
お
け
る
す
べ
て
の
個
々
の
も
の
の
変
化
す
る
意

味
か
ら
独
立
に
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
意
味
を
担
う
と
い
う
こ
と
は
、
個
々
の
も
の
に
お
い
て
そ
れ
を
超
え
る
諸

関
係
が
見
ら
れ
、
個
々
の
も
の
が
生
の
う
ち
に
見
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
聯
関
に
対
す
る
象
徴
と
な
り
、
個
々
の
も
の

が
生
の
本
性
の
表
現
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
文
学
作
品
は
こ
の
一
つ
の
も
の
、限
ら
れ
た
も
の
を
描
き
、
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そ
し
て
い
わ
ば
そ
の
地
平
線
に
お
い
て
無
限
な
る
も
の
の
う
ち
へ
流
れ
入
る
。
詩
人
の
体
験
に
お
い
て
歴
史
的
に

制
約
さ
れ
た
状
況
か
ら
生
じ
た
も
の
、
つ
ね
に
た
だ
限
ら
れ
た
生
の
経
験
か
ら
生
れ
た
も
の
は
、
生
の
一
般
的
意

味
と
の
関
係
に
お
か
れ
る
。
詩
は
か
く
し
て
生
の
理
解
の
器
官
と
な
る
。
そ
し
て
ま
た
す
べ
て
の
偉
大
な
詩
人
の

発
展
の
う
ち
に
は
、
生
を
そ
の
普
遍
性
に
お
い
て
理
解
し
、
人
間
、
事
物
、
自
然
を
そ
れ
ら
の
生
の
意
味
に
お
い

て
認
識
し
、
生
を
人
間
の
一
般
的
運
命
、
事
物
の
聯
関
及
び
世
界
の
出
来
事
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
眺
め
よ
う

と
す
る
傾
向
が
存
在
す
る
。
か
く
の
如
く
に
し
て
詩
人
は
我
々
に
向
っ
て
世
界
の
解
釈
を
与
え
る
。
ウ
ン
ゲ
ル
は

こ
の
よ
う
な
デ
ィ
ル
タ
イ
の
見
方
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
場
合
彼
は
た
だ
デ
ィ
ル
タ
イ
が
当

時
の
心
理
主
義
的
時
代
の
代
表
者
と
し
て
問
題
を
「
心
理
的
分
析
」
の
方
面
か
ら
の
み
取
扱
っ
た
こ
と
に
賛
成
し

な
い
。
我
々
は
今
日
新
し
い
哲
学
的
客
観
主
義
の
旗
幟
の
も
と
に
立
っ
て
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

で
は
文
学
の
対
象
と
し
て
の
「
人
間
生
活
の
本
性
」
は
再
び
一
の
客
観
的
な
大
い
さ
と
な
る
、
そ
れ
を
我
々
は
個

人
心
理
学
的
な
乃
至
社
会
心
理
学
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
チ
ヴ
の
も
と
に
理
解
す
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
も
の
自

身
か
ら
、
そ
の
対
象
的
な
現
象
の
仕
方
か
ら
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
ウ
ン
ゲ
ル
は
い
っ
て
い
る
。
か
く
て

何
よ
り
も
文
学
的
モ
ー
テ
ィ
ブ
並
び
に
か
か
る
モ
ー
テ
ィ
ブ
の
芸
術
作
品
へ
の
結
合
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の

主
観
的
心
理
学
的
な
説
に
不
満
足
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
我
々
は
今
日
新
し
い
形
而
上
学
的
意
識
に
担
わ
れ
て
い
る
。
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我
々
に
と
っ
て
文
学
史
は
固
よ
り
単
に
技
術
や
形
式
に
つ
い
て
の
学
で
な
い
の
み
で
な
く
、
主
観
的
な
体
験
内
容

や
そ
れ
の
モ
ー
テ
ィ
ブ
に
よ
る
形
式
に
つ
い
て
の
学
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
詩
が
再
び
こ
の
よ
う
に

全
く
生
と
し
て
、
現
実
的
な
生
の
、
そ
の
時
間
的
諸
現
象
及
び
超
時
間
的
諸
根
源
に
従
っ
て
の
、
簡
単
に
い
え
ば

そ
の
諸
問
題
に
従
っ
て
の
、
形
成
的
解
釈
も
し
く
は
解
釈
的
形
成
と
し
て
現
れ
る
な
ら
ば
、
文
学
史
も
ま
た
こ
れ

ら
諸
問
題
に
つ
い
て
の
学
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
、
文
学
史
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
次
元
の
ひ
と
つ
に
お

い
て
―
―
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
す
べ
て
の
近
代
的
科
学
と
同
じ
く
多
面
的
な
構
成
物
で
あ
る
か
ら
―
―
現
代
の
諸
前

提
及
び
諸
要
求
の
も
と
に
、
そ
れ
が
嘗
て
精
神
的
に
類
似
し
た
時
代
に
お
い
て
既
に
そ
の
途
上
に
あ
り
然
し
当
時

の
精
神
科
学
的
経
験
及
び
科
学
的
方
法
論
の
未
熟
に
対
す
る
構
成
的
思
弁
の
過
度
の
た
め
に
到
達
し
得
な
か
っ
た

と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
問
題
史
に
ま
で
発
展
せ
し
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
と
ウ
ン
ゲ
ル
は
書
い
て
い
る
。

詩
人
が
造
形
し
つ
つ
解
釈
す
る
問
題
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
っ
た
よ
う
に
そ
の
実
体
か
ら
す
れ
ば
哲
学
の
問
題
と

同
じ
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
こ
の
よ
う
な
問
題
の
う
ち
最
も
一
般
的
な
、
最
も
根
源
的
な
も
の
は
「
運
命
」
に
つ

い
て
の
問
題
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
自
由
と
必
然
と
の
、
精
神
と
自
然
と
の
、
道
徳
と
感
性
と
の
関
係
の
問
題

で
あ
る
。
か
か
る
根
本
的
対
立
は
す
べ
て
の
人
間
存
在
を
貫
き
、
人
間
の
心
の
う
ち
に
お
け
る
解
け
難
き
二
元
性

を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
あ
ら
ゆ
る
劇
や
叙
事
詩
の
み
で
な
く
、
ま
た
究
極
に
お
い
て
は
抒
情
詩
の
根
本
問
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題
を
形
作
っ
て
い
る
。
第
二
の
根
本
問
題
は
宗
教
的
問
題
で
あ
り
、
文
学
と
宗
教
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
宗

教
的
体
験
及
び
要
求
は
あ
ら
ゆ
る
文
学
の
最
も
強
力
な
根
源
の
一
つ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
宗
教
的
衝
動
は
文
学
の

領
域
に
お
い
て
は
宗
教
の
特
殊
な
現
象
形
式
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
現
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
時
代
の
宗
教
的

精
神
を
深
く
探
ろ
う
と
す
る
者
は
そ
の
時
代
の
文
学
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
文
学
に
お
い
て
甚
だ
重
要
な

役
割
を
演
ず
る
次
の
問
題
は
、
自
然
と
の
関
係
で
あ
る
。
単
に
自
然
の
感
情
そ
の
も
の
の
み
で
な
く
、
人
間
の
自

然
に
対
す
る
全
体
の
関
係
、
恐
怖
、
迷
信
、
親
和
、
闘
争
、
認
識
、
技
術
的
支
配
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の

も
の
か
ら
、
人
間
存
在
の
外
面
化
と
機
械
化
と
に
伴
っ
て
、
新
た
に
運
命
の
問
題
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

で
「
人
間
生
活
の
自
然
形
態
」
に
は
何
よ
り
も
愛
と
死
と
が
属
す
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
人
間
生
活
の
根
本
事
実
に

お
い
て
自
然
的
必
然
性
は
同
時
に
道
徳
的
自
由
に
会
す
る
、
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
二
元
性
が
そ
れ
ら
を
問

題
的
な
も
の
と
な
し
、
そ
の
多
面
性
と
多
義
性
と
に
お
い
て
そ
の
最
も
強
力
な
作
用
力
に
よ
っ
て
人
生
並
び
に
文

学
の
根
本
問
題
と
な
す
の
で
あ
る
。
物
質
的
有
機
体
の
生
命
の
終
と
い
う
、
普
通
の
意
味
に
お
け
る
死
は
、
精
神

的
世
界
の
隠
れ
た
る
深
み
を
暗
示
す
る
過
程
の
感
覚
的
な
一
面
を
現
す
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
性
的
な
も
の
は
全
体

の
人
間
的
領
域
を
超
え
て
超
感
覚
的
な
も
の
の
高
み
に
ま
で
拡
が
り
ゆ
く
エ
ロ
ス
の
国
の
感
覚
的
な
基
礎
と
し
て

現
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
愛
の
問
題
は
生
の
い
わ
ば
形
而
上
学
的
な
根
本
問
題
か
ら
文
化
及
び
社
会
的
領



三
七
五

文
学
史
方
法
論

域
の
問
題
へ
の
移
り
行
き
を
な
し
て
い
る
。
か
く
て
問
題
は
家
族
、
国
家
、
社
会
、
教
育
、
教
養
、
職
業
、
そ
の

他
多
く
の
社
会
的
・
歴
史
的
領
域
に
お
け
る
問
題
に
拡
大
さ
れ
る
。
生
の
大
問
題
の
つ
ね
に
よ
り
多
様
な
、
よ
り

強
度
な
体
験
に
よ
っ
て
人
類
の
精
神
生
活
は
進
み
行
く
歴
史
的
発
展
に
お
い
て
拡
げ
ら
れ
、
深
め
ら
れ
る
。
そ
し

て
逆
に
生
の
問
題
そ
の
も
の
は
、
人
類
の
よ
り
発
展
し
た
、
よ
り
繊
細
に
な
っ
た
体
験
に
よ
っ
て
絶
え
ず
そ
れ
の

新
し
い
方
面
、
新
し
い
深
み
が
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
複
雑
に
な
り
、
深
刻
に
な
っ
て
ゆ
く
。
文
学
は
生
の

解
釈
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
過
程
に
重
要
な
関
与
を
な
し
て
い
る
。
詩
人
は
人
間
と
し
て
彼
の
時
代
の
心
的
生
活

及
び
体
験
の
深
化
に
あ
ず
か
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
彼
の
詩
的
な
生
の
解
釈
に
役
立
た
せ
る
、
し
か
る
に
次
に
大
詩

人
の
生
の
解
釈
そ
の
も
の
は
創
造
的
な
力
を
も
っ
て
同
時
代
の
人
及
び
後
代
に
作
用
し
返
し
、
彼
等
に
生
の
問
題

の
新
し
い
方
面
と
深
み
と
を
見
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
ウ
ン
ゲ
ル
の
問
題
史
と
し
て
の
文
学
史
の
説
は
た
し
か
に
文
学
史
の
ひ
と
つ
の
見
方
で
あ
り
得
る

に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
文
学
は
、
作
家
及
び
作
品
は
、
そ
れ
自
身
に
お
け
る
生
き
た
全
体
と
し
て
捉
え
ら

れ
得
な
い
と
い
う
非
難
を
免
れ
難
い
。
文
学
史
は
思
想
史
の
一
部
分
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
こ
と
は
思
想
史
の

立
場
か
ら
は
甚
だ
意
味
が
あ
る
に
し
て
も
、
文
学
史
の
特
殊
な
意
味
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
生
の
問
題
を
愛
と
か

死
と
か
い
う
が
如
き
若
干
の
見
出
し
に
分
け
る
こ
と
は
概
念
性
を
要
求
さ
れ
る
哲
学
の
如
き
も
の
に
と
っ
て
は
な
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る
ほ
ど
必
要
な
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
た
問
題
の
見
地
か
ら
文
学
を
取
扱
う
と
い
う
こ

と
は
、
文
学
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は
外
面
的
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
あ
ま
り
に
形
式
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た

問
題
史
と
し
て
の
文
学
史
は
、
よ
し
主
観
的
心
理
主
義
的
の
弊
を
免
れ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
正
当

に
も
あ
の
よ
う
に
強
調
し
た
体
験
と
い
う
も
の
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
文
学
を
生
と
の
関
係
に
お
く
と
い
う

こ
と
は
全
く
正
し
い
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
文
学
を
生
の
い
わ
ゆ
る
「
問
題
」、
伝
統
的
に
生
の

根
本
問
題
と
し
て
固
定
化
さ
れ
て
き
た
問
題
と
関
係
し
て
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
生
は
生
で

あ
っ
て
、
生
の
い
わ
ゆ
る
「
問
題
」
で
は
な
い
。
固
よ
り
生
と
い
う
こ
と
も
い
ろ
い
ろ
に
語
ら
れ
る
。
従
っ
て
文

学
を
生
と
の
最
も
密
接
な
関
係
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
同
様
の
意
図
も
、
こ
の
生
を
如
何
に
把
握
す
る
か

に
応
じ
て
種
々
異
な
っ
た
形
態
を
と
り
得
る
で
あ
ろ
う
。生
を
同
じ
く
形
而
上
学
的
な
も
の
と
考
え
る
に
し
て
も
、

こ
の
生
に
お
け
る
形
而
上
学
的
意
味
を
如
何
に
見
る
か
に
種
々
の
立
場
の
区
別
が
あ
る
。
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
は
生
の

哲
学
者
と
し
て
出
発
し
た
。
彼
の
成
熟
期
に
至
っ
て
生
の
概
念
は
イ
デ
ー
も
し
く
は
精
神
の
概
念
に
よ
っ
て
置
き

換
え
ら
れ
た
。
彼
は
精
神
を
も
っ
て
歴
史
に
お
い
て
発
展
す
る
と
考
え
、
芸
術
に
関
し
て
も
偉
大
な
る
歴
史
的
綜

合
を
試
み
た
。
彼
は
そ
の
美
学
講
義
の
中
で
、
象
徴
的
、
古
典
的
、
浪
漫
的
と
い
う
三
つ
の
芸
術
形
式
の
発
展
段

階
を
人
類
の
一
般
的
意
識
発
展
の
類
型
的
な
表
現
段
階
と
し
て
演
繹
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
い
つ
も
の
こ
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と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
歴
史
哲
学
的
見
地
と
芸
術
哲
学
的
見
地
と
は
手
を
つ
な
い
で
い
る
。
芸
術
意
識
及

び
芸
術
様
式
の
三
つ
の
発
展
段
階
は
同
時
に
精
神
の
世
界
史
的
発
展
段
階
に
相
応
す
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
芸
術
様

式
の
歴
史
的
発
展
は
、
世
界
史
に
お
い
て
自
己
を
表
現
に
も
た
ら
す
人
間
の
自
由
の
意
識
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ

ば
世
界
史
の
内
容
は
自
由
の
意
識
に
お
け
る
進
歩
で
あ
る
―
―
の
個
々
の
契
機
の
論
理
的
に
必
然
的
な
展
開
の
経

験
的
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
論
理
的
思
弁
的
に
把
握
せ
ら
れ
た
精
神
の
概
念
は
そ
の
後
の

歴
史
に
お
い
て
経
験
的
実
証
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
彼
の
歴
史
哲
学
の
根
本
概
念
で
あ
っ
た

「
民
族
精
神
」
の
概
念
を
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
経
験
的
実
証
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
今
日
再
び
ド
イ
ツ
の

文
学
史
家
た
ち
の
間
に
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
乃
至
デ
ィ
ル
タ
イ
の
実
証
主
義
的
傾
向
を
排
し
て
形
而
上
学
に
還
ろ
う
と

す
る
一
般
的
傾
向
が
支
配
し
て
い
る
。
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
形
而
上
学
の
勇
気
」
が
あ
る
。
そ
こ

で
は
生
は
再
び
形
而
上
学
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
彼
等
は
「
歴
史
哲
学
」
を
も
っ
て
概
念
的
、「
構
成
的
」

で
あ
る
と
し
て
、
一
般
に
歴
史
哲
学
的
思
考
に
対
す
る
嫌
悪
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
シ
ュ
ト
リ
ヒ
の
様

式
史
の
思
想
は
そ
の
形
而
上
学
的
な
る
こ
と
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
芸
術
様
式
の
哲
学
的
構
成
と
類
似
が

な
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
シ
ュ
ト
リ
ヒ
は
そ
こ
に
歴
史
哲
学
的
思
想
を
持
ち
込
も
う
と
は
し
な
い
。
ウ
ン
ゲ
ル
の

い
う
よ
う
な
問
題
史
的
な
歴
史
の
見
方
は
誰
よ
り
も
ま
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
最
も
大
規
模
に
な
さ
れ
た
も
の
で
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あ
る
が
、
し
か
し
ウ
ン
ゲ
ル
の
問
題
史
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
歴
史
哲
学
的
聯
関
を
含
ん
で
い
な
い
。
チ
ザ
ル
ツ
は
デ

ィ
ル
タ
イ
が
歴
史
哲
学
的
で
あ
る
と
い
っ
て
非
難
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
形
而
上
学
の
勇
気
を
有
す
る
文
学
史
家

が
歴
史
家
と
し
て
何
等
か
の
歴
史
哲
学
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い

て
生
は
精
神
と
し
て
客
観
的
・
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
文
学
史
家
た
ち
は
、
一
般
に
文

学
史
を
精
神
科
学
と
見
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
精
神
を
よ
り
生
命
的
・
自
然
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
例
え
ば
、
自
然
、
人
間
、
芸
術
は
共
に
有
機
体
と
し
て
連
続
的
な
形
態
と
看
做
さ
れ

る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
有
機
体
説
的
世
界
観
の
根
本
的
特
徴
で
あ
る
。
形

態
学
的
思
想
は
こ
の
よ
う
な
有
機
体
説
的
世
界
観
の
上
に
立
っ
た
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
立
派
な
歴
史
哲
学
に
ほ
か

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
今
日
の
精
神
科
学
と
し
て
の
文
学
史
の
ひ
と
つ
の
注
目
す
べ
き
特
徴
は
、
そ
こ
で
は
何
等
か

の
仕
方
で
自
然
的
な
も
の
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
自
然
的
な
も
の
は
固
よ
り
そ
こ
で
は

形
而
上
学
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
何
よ
り
も
「
運
命
」
の
概
念
が
あ
る
。
上
に
記
し

た
如
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
時
代
精
神
の
概
念
は
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
に
よ
っ
て
世
代
の
概
念
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
は
こ
れ
に
よ
っ
て
経
験
的
実
証
的
立
場
に
立
た
う
と
い
う
意
図
が
見
ら
れ
る
。
世
代
の
概
念
は
ロ



三
七
九

文
学
史
方
法
論

ー
レ
ン
ツ
（	 O

ttokar Lorenz, 1832―
1904 

）
な
ど
に
お
い
て
は
全
く
生
物
学
的
実
証
的
意
味
に
用
い
ら
れ
た
。

し
か
る
に
そ
れ
が
今
日
で
は
特
に
運
命
的
な
も
の
を
現
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
に
と
っ
て
す
ら

世
代
と
は
運
命
共
同
体
を
意
味
す
る
。「
こ
の
共
同
体
に
よ
っ
て
初
め
て
、
一
般
に
運
命
の
概
念
は
、
誕
生
と
死

に
よ
っ
て
限
ら
れ
た
、
生
長
と
発
展
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
た
、
共
同
作
用
及
び
交
互
作
用
に
よ
っ
て
充
さ
れ
た
生

の
道
程
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
。
世
代
の
継
起
は
運
命
の
拍
節
を
意
味
す
る
。」
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
運
命
の

概
念
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観
に
お
い
て
な
お
重
要
な
意
味
を
有
し
た
こ
と
は
最
近
特
に
注
意
さ
れ
て
き
た
が
、
今

日
の
文
学
史
に
と
っ
て
こ
の
概
念
は
そ
の
歴
史
観
の
ひ
と
つ
の
根
本
概
念
と
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
運
命
と
い
う
概
念
も
い
ろ
い
ろ
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
既
に
ゲ
ー
テ
に
お
い
て
は
そ
れ
は
二
つ
の

意
味
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
。
運
命
と
は
先
ず
ゲ
ー
テ
の
い
わ
ゆ
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も
の
と
も
つ
ら
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ゲ
ー
テ

は
こ
の
よ
う
な
デ
ー
モ
ン
を
ま
た
彼
の
有
機
体
説
的
世
界
観
に
ふ
さ
わ
し
く
解
釈
し
た
。
彼
の
有
名
な
詩
句
に
あ

る	 “G
eprägte Form

, die lebend sich entw
ickelt” i	

は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
デ
ー
モ
ン
の
解
釈
で
あ
っ
た
。
こ
の

言
葉
は
恰
も
今
日
の
文
学
史
に
お
け
る
形
態
学
的
な
思
想
の
根
本
を
言
い
表
し
て
い
る
。
し
か
る
に
グ
ン
ド
ル
フ

i　

G
edichte von G

oethes, 『
詩
と
叙
事
詩
』" U

rw
orte. O

rphisch"

の
デ
ー
モ
ン
末
尾
の
句
。
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（Friedrich G
undolf, 1880―

1931 

）
を
初
め
と
す
る
ゲ
オ
ル
ゲ
派
の
文
学
史
家
た
ち
は
む
し
ろ
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ

ュ
な
も
の
の
概
念
を
重
要
視
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
一
種
の
貴
族
主
義
的
な
、
英
雄
崇
拝
的

な
文
学
史
が
生
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
は
グ
ン
ド
ル
フ
の
諸
著
、
就
中
彼
の
『
ゲ
ー
テ
』
に
お
い
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
方

に
と
っ
て
は
体
験
と
作
品
と
の
間
に
前
後
は
存
し
な
い
。
そ
れ
は
、
か
く
か
く
の
人
間
が
第
一
に
何
を
体
験
し
、

そ
し
て
第
二
に
そ
れ
か
ら
何
を
作
っ
た
か
、
と
い
う
風
に
、
二
重
に
問
う
の
で
は
な
い
。
も
し
も
芸
術
が
人
間
的

存
在
の
対
象
、
結
果
も
し
く
は
目
的
を
意
味
せ
ず
、
却
っ
て
人
間
性
の
ひ
と
つ
の
根
源
的
な
状
態
を
意
味
す
る
と

し
た
な
ら
ば
、
偉
大
な
る
芸
術
家
の
作
品
は
彼
等
の
生
活
の
解
放
、
模
写
、
説
明
と
見
ら
る
べ
き
で
な
く
、
却
っ

て
彼
等
の
生
活
の
表
現
、
形
態
、
形
式
、
そ
れ
故
に
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
生
活
に
従
っ
て
来
る
或
る
も
の
で
な
く
、

却
っ
て
そ
れ
の
う
ち
に
、
そ
れ
と
共
に
、
そ
し
て
そ
れ
を
越
え
て
あ
る
或
る
も
の
、
い
な
こ
の
生
活
そ
の
も
の
と

見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
と
き
作
品
は
一
の
生
活
を
意
味
す
る
記
号
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
を
含
む
身
体

で
あ
る
。芸
術
家
は
た
だ
彼
が
自
己
を
芸
術
作
品
の
う
ち
に
表
現
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
ひ
と
は
偉
大
な
る
芸
術
家
の
生
活
を
彼
等
の
作
品
の
外
部
に
お
い
て
研
究
す
る
科
学
的
権
利
を
何
等
有
し

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ひ
と
が
普
通
に
芸
術
家
の
生
活
と
か
体
験
と
か
い
う
も
の
は
、
既
に
も
と
も
と
彼
の
芸
術
の
う



三
八
一

文
学
史
方
法
論

ち
に
浸
っ
て
お
り
、
彼
の
作
品
と
同
一
の
衝
動
、
同
一
の
力
で
あ
る
か
ら
。
非
芸
術
的
な
人
間
は
、
芸
術
家
は
彼

と
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
を
同
一
の
仕
方
で
、
多
分
少
し
冒
険
的
な
も
し
く
は
奇
異
な
仕
方
で
体
験
し
、
た
だ
芸
術
家

は
そ
の
ほ
か
に
偶
然
的
な
属
性
と
し
て
こ
れ
ら
の
体
験
を
作
品
に
現
す
こ
と
が
で
き
る
才
能
を
も
っ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
、
と
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
百
年
に
一
度
出
る
よ
う
な
真
の
芸
術
家
に
は
当
ら
な
い

こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
人
は
非
芸
術
的
な
人
間
と
は
全
然
違
っ
た
領
域
で
、
全
然
違
っ
た
形
式
で
体
験
す
る
。
芸

術
は
一
の
生
活
の
模
倣
で
も
な
け
れ
ば
、
一
の
生
活
へ
の
感
情
移
入
で
も
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
生
活
の
ひ
と
つ

の
第
一
次
的
な
形
式
で
あ
り
、
従
っ
て
自
己
の
法
則
を
宗
教
、
道
徳
、
科
学
、
国
家
等
の
、
他
の
第
一
次
的
な
も

し
く
は
第
二
次
的
な
生
活
形
式
か
ら
受
取
る
も
の
で
な
い
。
近
代
的
世
界
に
お
い
て
ゲ
ー
テ
は
、
人
間
の
造
形
的

な
力
が
、
そ
れ
が
本
能
と
し
て
は
た
ら
く
に
せ
よ
自
覚
的
な
意
志
と
し
て
は
た
ら
く
に
せ
よ
、
彼
の
存
在
の
全
範

囲
を
貫
徹
し
た
最
大
の
、
永
遠
の
例
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
造
形
力
は
あ
ら
ゆ
る
彼
の
偶
然
的
な
経
験
を
運
命
に
、

換
言
す
れ
ば
、
彼
の
生
の
運
動
の
彼
特
有
の
、
意
味
に
充
ち
た
、
必
然
的
な
過
程
に
転
化
し
た
。
ゲ
ー
テ
の
運
命

の
上
に
は
彼
自
身
が
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
も
の
が
支
配
し
て
い
る
。
運
命
は
偉
大
な
る

人
間
の
本
性
の
雰
囲
気
で
あ
り
、
従
っ
て
彼
等
に
の
み
属
す
る
も
の
、
彼
等
の
う
ち
に
閉
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、

却
っ
て
彼
等
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
。
彼
自
身
は
単
に
超
人
格
的
な
力
、
神
、
運
命
も
し
く
は
自
然
の
中
心
に
過



三
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二

ぎ
ず
、
彼
の
本
質
そ
の
も
の
が
運
命
を
有
す
る

0

0

0

の
で
な
く
、
却
っ
て
運
命
で
あ
る
0

0

、
と
い
う
感
情
を
ゲ
ー
テ
は
デ

モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
と
い
う
語
で
表
し
た
の
で
あ
る
。
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
外
部
か
ら
干
渉
す
る
力
で

は
な
い
、
そ
れ
は
天
才
と
い
う
類
似
の
概
念
と
同
じ
よ
う
に
人
間
の
性
格
と
離
れ
難
く
結
合
し
て
い
る
。
或
る
人

間
が
高
く
立
っ
て
お
れ
ば
お
る
ほ
ど
、
彼
の
運
命
と
彼
の
本
性
と
は
い
よ
い
よ
分
ち
難
い
も
の
で
あ
る
。
運
命
は

性
格
に
属
す
る
、
い
な
、
性
格
が
ま
た
既
に
運
命
で
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
運
命
の
う
ち
最
も
避
け
難
き
運
命
で
あ
る
。

そ
し
て
た
だ
偉
大
な
人
間
の
み
が
真
に
自
己
自
身
の
形
態
及
び
自
己
自
身
の
作
物
を
有
す
る
よ
う
に
、
た
だ
偉
大

な
人
間
の
み
が
ま
た
自
己
自
身
の
運
命
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
グ
ン
ド
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
芸
術
作
品
に
対
す
る
歴

史
家
の
態
度
は
何
よ
り
も
最
も
貞
淑
な
、
最
も
謙
遜
な
畏
敬
の
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
我
々
の
す
べ
て

の
方
法
が
単
に
手
段
に
過
ぎ
ず
、
文
学
史
に
お
い
て
も
最
も
善
き
も
の
は
つ
ね
に
、
ゲ
ー
テ
が
一
般
に
歴
史
に
つ

い
て
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
喚
び
起
す
畏
敬
の
念
と
感
激
で
あ
る
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
方
法

の
知
識
と
支
配
と
だ
け
で
す
で
に
多
く
の
こ
と
が
到
達
さ
れ
た
と
考
え
る
よ
う
な
傲
慢
は
慎
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

も
と
よ
り
正
確
さ
と
純
粋
さ
と
は
、
天
才
の
作
品
の
す
べ
て
の
科
学
的
取
扱
の
自
明
の
前
提
で
あ
る
、
そ
れ
は
何

よ
り
も
作
品
に
対
す
る
最
も
真
面
目
な
帰
依
の
し
る
し
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
方
法
は
決
し
て
自
己
目
的
と
は

な
り
得
な
い
、
文
献
学
的
批
評
は
決
し
て
史
料
の
純
化
を
越
え
て
精
神
に
ま
で
干
渉
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
概
念
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文
学
史
方
法
論

的
文
献
学
的
熟
達
よ
り
も
遥
か
に
大
切
な
の
は
畏
敬
の
念
、
愛
の
能
力
で
あ
る
。
我
々
は
時
々
、
何
故
に
我
々
は

そ
の
詩
人
の
作
品
を
研
究
す
る
の
で
あ
る
か
、
外
的
な
偶
然
か
ら
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
内
的
な
要
求
か
ら
で
あ

る
か
、
と
尋
ね
て
み
る
が
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
我
々
の
手
段
の
限
界
に
つ
い
て
も
、
或
い
は
ま
た
正
し
い
方
法

に
つ
い
て
も
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
科
学
が
認
識
に
対
す
る
衝
動
か
ら
生
れ
る
と
す
れ
ば
、
認
識
に
対

す
る
衝
動
も
ま
た
無
前
提
的
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
一
々
の
場
合
に
決
定
的
な
、
第
一
次
的
も
し
く
は
第
二
次

的
の
種
類
の
体
験
か
ら
生
れ
る
。
従
っ
て
ひ
と
は
、
す
で
に
科
学
性
そ
の
も
の
の
た
め
に
、
ま
さ
に
正
確
さ
と
純

粋
さ
と
の
た
め
に
、
認
識
の
槓
杆
を
動
か
す
に
先
立
っ
て
、
如
何
な
る
体
験
が
我
々
の
認
識
作
用
を
動
か
す
の
で

あ
る
か
、
自
分
に
尋
ね
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
、
運
命
、
畏
敬
、
愛
、
体
験
、
形
態
、
偉
大
な
人
間
、
等
を
中
心
と
す
る
グ
ン
ド
ル

フ
の
文
学
史
の
見
方
か
ら
、
ベ
ル
ト
ラ
ム
（	 Ernst B

ertram
, 1884―

【1957

】）
が
そ
の
『
ニ
ー
チ
ェ
』
に
お
い

て
試
み
た
「
神
話
」（	 M

ythologie	

）
と
し
て
の
歴
史
の
見
方
は
遠
く
離
れ
て
い
な
い
。
ベ
ル
ト
ラ
ム
の
見
る
と

こ
ろ
で
は
、
歴
史
と
は
何
等
か
の
過
去
に
あ
っ
た
も
の
を
再
構
成
す
る
こ
と
、
過
去
に
あ
っ
た
現
実
に
た
だ
出
来

る
限
り
近
づ
く
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
歴
史
と
は
寧
ろ
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
過
去
の
現
実
の
現
実
性
を

除
く
こ
と
、
そ
れ
を
存
在
の
ひ
と
つ
の
全
く
他
の
範
疇
に
移
し
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
が
作
る
形
象
は
全
く
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新
し
い
そ
し
て
い
わ
ば
よ
り
高
い
程
度
の
現
実
で
あ
る
。
過
去
の
生
活
を
歴
史
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

我
々
は
そ
れ
を
我
々
の
時
間
の
う
ち
へ
救
い
入
れ
る
の
で
な
く
、
我
々
は
そ
れ
を
永
遠
化
す
る
の
で
あ
る
。
過
去

の
生
活
に
つ
い
て
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
如
何
に
我
々
が
そ
れ
を
闡
明
し
、
研
究
し
、
追
体
験
し
よ
う
と
努
力
す

る
に
し
て
も
、
決
し
て
生
活
で
は
な
く
、
却
っ
て
つ
ね
に
そ
れ
の
「
伝
説
」
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
の
う
ち

歴
史
と
し
て
残
存
せ
る
も
の
は
、
つ
ね
に
究
極
に
伝
説
で
あ
る
。
か
よ
う
な
教
会
的
意
味
を
離
れ
た
意
味
に
お
け

る
伝
説
は
歴
史
的
伝
承
の
最
も
生
命
的
な
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
の
最
も
原
始
的
な
形
態
で
あ
る
と
共
に
そ
れ
の
最

も
終
極
的
な
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
の
最
も
古
き
形
態
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
の
最
も
深
き
形
態
で
あ
る
。
た
だ
そ

れ
の
み
が
、
今
は
た
ら
き
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
、
古
代
と
今
日
と
を
真
に
結
合
す
る
。
た
だ
伝
説
の
形
式
に
お

い
て
の
み
人
格
は
永
続
す
る
。
そ
れ
は
た
だ
形
象
と
し
て
、
形
態
と
し
て
の
み
、
た
だ
神
話
と
し
て
の
み
生
き
る

の
で
あ
っ
て
、
過
去
に
あ
っ
た
も
の
の
知
識
、
認
識
と
し
て
で
は
な
い
。
如
何
な
る
文
献
学
も
、
如
何
な
る
分
析

的
方
法
も
こ
の
よ
う
な
形
象
を
形
作
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
の
一
の
内
的
法
則
に
従
う
諸
転
化
を
妨
げ
も
し
く

は
速
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
知
識
と
は
何
等
か
か
わ
り
な
き
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
り
の
人
間
の
伝
説
と

は
、
彼
の
日
々
新
た
に
は
た
ら
き
つ
つ
あ
る
生
き
た
形
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
精
密
な
研
究
の
沈
澱
物
と
い
う
が

如
き
も
の
で
は
な
い
。こ
の
形
象
は
寧
ろ
自
己
の
独
立
な
生
存
を
続
け
る
固
有
な
生
命
を
有
す
る
有
機
体
で
あ
る
。



三
八
五

文
学
史
方
法
論

こ
の
形
象
は
ま
た
つ
ね
に
転
化
し
、
絶
え
ず
よ
り
少
な
い
、
絶
え
ず
よ
り
大
き
な
線
を
示
す
、
そ
し
て
類
型
的
で

あ
る
と
同
時
に
一
回
的
な
、比
喩
的
で
あ
る
と
同
時
に
比
較
し
得
な
い
も
の
と
な
る
。
こ
の
過
程
は
全
く
徐
々
に
、

気
附
か
れ
ず
に
、
停
止
さ
れ
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
る
。
如
何
な
る
個
々
の
時
代
も
或
る
偉
大
な
人
間
の
全
体
の
本

質
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
の
心
的
力
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
放
射
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
歴
史

的
な
道
に
お
い
て
全
体
の
作
用
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
後
か
ら
見
ゆ
る
も
の
と
な
し
得
る
の
で
あ
る
、
し
か
し
そ

れ
は
個
人
的
に
体
験
す
る
こ
と
も
で
き
ね
ば
、
ま
た
予
め
計
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
方
法
的
な
手
段
、

あ
ら
ゆ
る
心
理
学
的
な
知
見
、
あ
ら
ゆ
る
文
献
学
的
な
材
料
を
所
有
す
る
に
し
て
も
、
如
何
な
る
現
代
も
一
定
の

伝
説
の
転
化
の
将
来
の
段
階
及
び
可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
各
々
の
時
代
は
た
だ
自
己
自
身
の

パ
ー
ス
ペ
ク
チ
ヴ
に
お
い
て
こ
の
形
象
を
眺
め
得
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
眺
め
る
こ
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
チ

ヴ
は
す
べ
て
一
回
的
で
あ
っ
て
、
再
び
還
っ
て
来
る
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
に
我
々
に
と
っ
て
諦
め
と
共
に
幸
福
が

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
我
々
を
歴
史
的
懐
疑
論
や
不
可
知
論
に
導
く
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
深
め
ら
れ
た
良
心
を
も
っ

て
伝
説
の
こ
の
瞬
間
を
し
っ
か
り
と
捉
え
そ
し
て
伝
え
る
よ
う
に
我
々
を
教
育
す
る
の
で
あ
る
。
伝
説
の
い
ず
れ

の
瞬
間
も
永
遠
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
い
ず
れ
の
瞬
間
も
全
体
の
伝
説
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の

で
あ
り
、
伝
説
の
如
何
な
る
後
の
形
態
も
す
べ
て
の
以
前
の
形
成
の
助
け
な
し
に
は
形
作
ら
れ
な
い
。
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か
よ
う
に
し
て
グ
ン
ド
ル
フ
も
ベ
ル
ト
ラ
ム
も
す
べ
て
の
材
料
的
な
研
究
を
「
科
学
の
前
庭
」
に
追
放
す
る
。

ま
た
彼
等
に
と
っ
て
は
歴
史
は
す
べ
て
象
徴
的
叙
述
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
出
来
事
は
象
徴
で
あ
る
、
そ
し
て
そ

れ
は
完
全
に
自
己
自
身
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
爾
余
の
も
の
を
指
し
示
す
。」
と
い
う
ゲ
ー
テ
の
言
葉
は
彼

等
に
と
っ
て
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
彼
等
は
、
歴
史
上
の
人
物
は
副
次
的
で
あ
る
と
い
う
意

見
で
は
な
く
、「
歴
史
上
の
人
物
は
む
し
ろ
す
べ
て
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
個
性
的
象
徴
に
お
い
て
の
み
普
遍
的
な

も
の
は
示
現
さ
れ
る
か
ら
。」
と
い
う
意
見
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
様
式
史
的
な
文
学
史
の
思
想
と
異
な
っ
て
い

る
で
あ
ろ
う
。

ゲ
オ
ル
ゲ
派
の
文
学
史
が
一
種
の
貴
族
主
義
、
英
雄
崇
拝
の
立
場
に
立
っ
て
、
偉
大
な
人
間
、
天
才
的
な
作

品
に
の
み
関
心
す
る
に
対
し
て
寧
ろ
反
対
の
立
場
に
あ
る
と
見
ら
れ
得
る
の
は
、
ザ
ウ
エ
ル
（	 A

ugust Sauer, 

1855―
1926	

）
及
び
ナ
ー
ド
ラ
ー
（	 Joseph N

adler, 1884―

【1963

】）
等
の
種
族
史
的
文
学
史
で
あ
る
。
こ

の
立
場
は
精
神
的
及
び
文
学
的
生
活
の
決
定
的
な
要
素
を
血
の
遺
伝
に
、
そ
し
て
他
方
で
は
郷
土
に
お
い
て
見
、

従
っ
て
文
学
史
に
と
っ
て
の
主
要
な
原
理
を
種
族
及
び
風
土
の
自
然
的
制
約
性
の
う
ち
に
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
変

形
さ
れ
た
社
会
心
理
学
的
見
地
の
う
ち
に
見
出
す
。
ナ
ー
ド
ラ
ー
は
そ
の
材
料
の
蒐
集
に
あ
た
っ
て
作
品
の
絶
対

的
な
美
学
的
な
価
値
を
問
題
に
し
な
い
で
、
種
族
的
風
土
的
伝
統
と
特
性
と
の
担
い
手
と
し
て
無
数
の
地
方
的
伝
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承
（
文
学
）
及
び
三
流
四
流
の
作
品
に
も
注
意
し
た
。
彼
の
見
解
に
従
え
ば
、
種
族
と
は
そ
れ
以
上
に
分
析
す
る

こ
と
の
で
き
ぬ
肉
体
的
、
精
神
的
、
心
情
的
統
一
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
決
定
的
な
諸
特
徴
は
、
そ
の
特
性
の
代
表

者
と
し
て
の
創
造
的
個
人
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
幾
世
紀
も
の
間
を
お
い
て
同
じ
仕
方
で
現
れ
る
。
風
土
が
種
族

の
根
源
的
な
素
質
に
作
用
し
、
こ
の
根
源
的
な
素
質
に
よ
っ
て
種
族
の
特
性
が
形
成
さ
れ
る
。
種
々
な
る
種
族
の

創
造
的
な
仕
事
は
、
或
る
も
の
は
詩
的
、
他
の
も
の
は
宗
教
的
、
更
に
他
の
も
の
は
科
学
的
と
い
う
風
に
類
型
的

に
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
文
学
の
う
ち
に
お
い
て
も
そ
の
種
類
の
類
型
的
な
区
別
が
あ
る
。
文
学
史
の
課
題
は
諸

種
族
の
遍
歴
を
探
求
し
、
そ
の
文
学
的
業
績
の
う
ち
に
種
族
の
特
性
を
発
見
し
整
理
し
、
諸
種
族
の
要
素
の
漸
次

的
な
完
成
と
相
互
聯
関
と
を
見
出
す
こ
と
に
あ
る
。
ナ
ー
ド
ラ
ー
は
歴
史
に
お
け
る
単
に
一
回
的
な
存
在
と
し
て

の
個
人
と
、
個
々
人
と
の
間
に
何
等
聯
関
性
な
き
人
類
と
の
間
の
、
中
間
的
統
一
体
と
し
て
の
種
族
及
び
風
土
が

文
学
史
に
お
け
る
類
型
と
法
則
と
の
発
見
の
基
礎
で
あ
る
と
考
え
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
文
化
と
精
神
の
自
律
性
乃
至
自
発
性
を
認
め
ず
、
す
べ
て
の
文
化
の
発
生
及
び
そ
の
形

態
の
原
因
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
以
外
の
外
的
諸
条
件
の
う
ち
に
あ
る
、
と
い

う
見
方
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
種
々
な
る
見
地
か
ら
、
種
々
な
る
仕
方
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。
地
理
的
状
況
、
土

壌
の
性
状
、
気
候
等
の
も
の
が
そ
の
地
方
の
住
民
の
性
質
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
発
見
は
極
め
て
古
く
、
既
に
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ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
（	 H

ippokrates, 460 B
.C

.―
ca 377―

59 

）
は
様
々
な
観
察
を
基
礎
と
し
多
く
の
実
例
を
も
っ

て
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
ヘ
ル
ダ
ー
が
、
単
に
諸
民
族
の
存
在
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た

そ
の
思
惟
、
活
動
、
即
ち
歴
史
は
、
そ
の
状
況
、
そ
の
物
理
的
環
境
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
詳
細
に
論
述
し

た
。
し
か
し
こ
の
関
係
に
お
い
て
特
に
有
名
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
テ
ー
ヌ
の
理
論
で
あ
る
。
テ
ー
ヌ
は
そ
の

『
英
文
学
史
』	 i

の
序
に
お
い
て
、
歴
史
的
研
究
の
方
法
を
規
定
し
つ
つ
、
人
間
の
文
学
を
生
み
出
す
べ
き
精
神
状
態

を
規
定
す
る
基
本
的
条
件
と
し
て
三
つ
の
も
の
を
挙
げ
た
。
一
、
人
種
。
こ
れ
は
人
間
が
そ
の
出
生
と
共
に
世
に

持
ち
出
す
本
具
的
、
遺
伝
的
な
性
向
で
あ
っ
て
、
気
質
や
体
質
と
な
っ
て
現
れ
る
。
一
民
族
の
性
格
は
そ
の
民
族

の
生
活
の
環
境
、
行
為
、
感
覚
の
縮
図
で
あ
る
。
二
、
環
境
。
環
境
と
い
わ
れ
る
も
の
は
何
よ
り
も
風
土
、
政
治

的
事
情
、
社
会
的
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
条
件
は
内
部
の
精
神
に
働
き
か
け
る
。
三
、
時
代
。
民
族
性
と
い

う
内
的
条
件
と
環
境
と
い
う
外
的
条
件
と
が
協
働
し
て
作
り
出
し
た
所
産
は
、
次
い
で
来
る
時
代
の
文
化
的
生
産

に
影
響
を
与
え
る
。
か
よ
う
に
し
て
人
種
、
環
境
及
び
時
代
は
、
内
部
の
弾
力
、
外
部
か
ら
の
圧
力
及
び
既
に
習

得
さ
れ
た
動
力
を
意
味
し
、
そ
れ
ら
の
力
は
、
テ
ー
ヌ
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
実
存
的
な
原
因
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
そ
れ
の
運
動
の
可
能
な
る
す
べ
て
の
原
因
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
文
学
史
は
、
人
類
文
化
の
生
長
の
以
上
の
よ

i　

" H
istory of English literature"
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う
な
諸
法
則
を
研
究
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
固
有
な
心
理
を
探
求
し
、
諸
条
件
の
完
全
な
図
表
を
作
ら
ね
ば
な

ら
ず
、
か
く
の
如
き
科
学
的
分
析
が
文
学
史
の
任
務
で
あ
る
。

既
に
テ
ー
ヌ
の
ミ
リ
ュ
ウ
説
に
お
い
て
歴
史
の
実
存
的
な
原
因
と
考
え
ら
れ
る
ミ
リ
ュ
ウ
は
単
に
気
候
風
土
の

こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
風
土
、
政
治
的
事
情
、
社
会
的
状
態
の
三
つ
が
ミ
リ
ュ
ウ
の
内
容
と
し
て
説
明
さ
れ
た
。

即
ち
彼
は
文
化
的
な
或
は
社
会
的
な
要
素
を
無
視
し
て
い
な
い
。「
か
く
て
我
々
は
遂
に
次
の
規
則
を
立
て
る
、

芸
術
作
品
、
芸
術
家
、
芸
術
家
の
団
体
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
等
が
属
し
た
時
代
の
精
神
及
び
風
習
の
一
般

的
状
態
を
正
確
に
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
に
最
後
の
説
明
が
見
出
さ
れ
る
、
そ
こ
に
爾
余
の
も

の
を
決
定
す
る
根
源
的
原
因
が
存
す
る
。」
と
も
テ
ー
ヌ
は
書
い
て
い
る
。
し
か
る
に
文
学
の
か
く
の
如
き
社
会

的
規
定
性
を
重
要
視
し
、
し
か
も
従
来
の
い
わ
ゆ
る
「
文
化
史
的
」
な
見
方
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
従

来
の
文
化
史
に
お
い
て
は
従
属
的
な
要
素
と
見
ら
れ
た
生
産
並
び
に
一
切
の
経
済
的
諸
関
係
に
決
定
的
な
位
置
を

認
め
、
こ
の
も
の
か
ら
社
会
の
構
成
及
び
推
移
の
過
程
を
説
明
し
、
そ
れ
か
ら
文
学
の
変
化
及
び
発
展
を
把
握
し

よ
う
と
す
る
の
は
、
周
知
の
如
く
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
従
来
の
歴
史

は
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
互
い
に
闘
争
す
る
社
会
の
諸
階
級
は
い
つ
で
も
そ
の
時
代
の
経
済
的
諸

関
係
の
産
物
で
あ
り
、
そ
し
て
社
会
の
そ
の
時
々
の
経
済
的
構
造
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
時
代
の
法
律
的
及
び
政
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治
的
制
度
の
、
並
び
に
宗
教
的
、
哲
学
的
、
芸
術
的
等
の
表
象
様
式
の
全
上
層
建
築
が
究
極
に
お
い
て
そ
れ
か
ら

説
明
さ
る
べ
き
現
実
的
な
土
台
を
形
作
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
一
定
の
芸
術
様
式
は
そ
の
時
代
の
社
会
の
生

産
様
式
に
対
応
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
芸
術
の
生
産
の
目
的
、
そ
れ
の
享
受
の
仕
方
、
価
値
評
価
の
尺
度
も
ま
た

社
会
的
階
級
的
意
識
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
。
一
定
の
時
代
、
一
定
の
社
会
に
お
い
て
支
配
力
を
有
す
る
階
級

は
ま
た
芸
術
に
お
い
て
も
支
配
力
を
有
す
る
。
そ
し
て
こ
の
階
級
は
自
己
の
階
級
の
見
解
と
観
念
と
を
芸
術
の
中

へ
導
き
入
れ
る
。
し
か
し
社
会
の
基
礎
た
る
経
済
的
構
造
の
変
化
に
伴
っ
て
、
文
学
形
態
も
美
的
意
識
も
変
化
す

る
。
か
く
て
文
学
史
は
過
去
の
文
学
の
基
礎
的
条
件
で
あ
る
社
会
的
歴
史
的
諸
条
件
の
側
か
ら
そ
の
文
学
の
特
殊

性
を
理
解
し
、
或
は
逆
に
過
去
の
文
学
作
品
の
特
殊
性
を
そ
れ
が
生
産
さ
れ
た
社
会
の
基
礎
的
諸
条
件
の
う
ち
に

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
か
く
の
如
き
唯
物
史
観
的
見
解
は
、
従
来
の
文
化
史
的
と
い
わ
れ
る
見
方
に
対
し

て
、
そ
れ
が
一
元
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
徹
底
し
た
唯
物
論
に
よ
っ
て
滲
透
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
特
色

が
あ
る
。
そ
れ
は
文
学
と
生
活
と
を
密
接
な
関
係
に
お
く
。
し
か
し
生
活
は
こ
の
場
合
何
等
か
観
念
的
、
形
而
上

学
的
な
も
の
で
な
く
て
、
社
会
的
歴
史
的
な
現
実
の
生
活
の
こ
と
で
あ
る
。

文
学
上
の
作
品
が
す
べ
て
何
等
か
の
仕
方
で
歴
史
的
社
会
的
な
制
約
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
先
ず
作
品
の
内
容
の
方
面
に
お
い
て
容
易
に
認
め
ら
れ
る
。
或
る
時
代
の
作
品
は
多
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く
宮
廷
生
活
を
描
い
た
し
、
他
の
時
代
の
作
品
は
主
と
し
て
町
人
の
生
活
を
描
い
た
。
し
か
し
か
く
の
如
き
こ
と

が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
文
学
そ
の
も
の
が
原
理
的
に
見
て
歴
史
的
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
文
学
の
固
有
の
原
理
は
寧
ろ
そ
の
形
式
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
見
え

る
。
い
わ
ゆ
る
内
容
も
文
学
的
形
式
に
入
っ
て
い
な
い
限
り
単
に
「
素
材
」
で
あ
っ
て
、美
学
上
の
意
味
で
は
、「
内

容
」
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
広
く
歴
史
を
見
渡
せ
ば
、
そ
の
よ
う
な

文
学
の
形
式
と
い
う
も
の
が
ま
た
変
化
を
経
て
い
る
。
形
式
乃
至
様
式
の
変
遷
を
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と
が
文
学

史
の
特
に
重
要
な
仕
事
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
学
的
諸
形
式
の
変
化
と
発
展
と
は
何
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
は
対
象
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
一
応
答
え
ら
れ
る
。
近
代

的
都
市
の
生
活
を
描
く
た
め
に
は
、
或
い
は
大
衆
行
動
を
描
く
た
め
に
は
、
対
象
自
体
の
性
質
か
ら
規
定
さ
れ
て

或
る
新
し
い
形
式
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う
す
れ
ば
文
学
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
る
対
象
が
歴
史
的
社
会
的
に

変
化
す
る
に
応
じ
て
、
文
学
の
形
式
も
ま
た
歴
史
的
社
会
的
に
変
化
す
べ
き
筈
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
正
し
い
に

し
て
も
、
し
か
し
単
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
、
な
お
未
だ
十
分
に
文
学
そ
の
も
の
の
問
題
の
核
心
に
触
れ
た
も

の
と
は
い
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
文
学
は
人
間
の
物
も
し
く
は
生
活
に
対
す
る
一
定
の
態
度

乃
至
関
係
の
仕
方
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
ま
た
主
観
的
な
方
面
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
い
は
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文
学
は
広
く
創
作
と
い
わ
れ
る
。
し
か
る
に
創
作
と
い
う
こ
と
は
対
象
も
し
く
は
客
体
を
模
写
す
る
と
い
う
方
面

か
ら
の
み
で
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
こ
に
は
却
っ
て
主
体
が
自
己
を
表
現
す
る
と
い
う
方
面
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
か
よ
う
に
し
て
文
学
に
お
け
る
形
式
は
単
に
対
象
の
形
式
で
な
く
、
何
か
主
観
も
し
く
は
主
体
の
形
式
と

い
う
意
味
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
き
文
学
に
お
け
る
主
観
的
原
理
は
普
通
に
感
情
と
看
做
さ

れ
て
お
り
、
そ
し
て
感
情
が
文
学
の
内
的
原
理
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
第
一
に
文
学
は
決

し
て
単
に
感
情
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ロ
ベ
ー
ル（	 G

ustave Flaubert, 1821―
80	

）が
書
い
て
い
る
、

「
感
情
が
す
べ
て
で
あ
る
と
い
つ
で
も
信
じ
て
は
な
ら
ぬ
。
諸
芸
術
に
お
い
て
は
、
形
式
な
く
し
て
は
何
物
も
な

い
。」
こ
の
言
葉
に
は
も
ち
ろ
ん
い
わ
ゆ
る
形
式
主
義
の
響
が
あ
る
に
し
て
も
、
文
学
に
お
い
て
感
情
或
い
は
ま

た
趣
味
が
す
べ
て
で
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー（	 K

onrad Fiedler, 1841―
95 

）も
い
っ
た
、

「
芸
術
作
品
は
感
情
で
も
っ
て
作
ら
れ
な
い
、そ
れ
だ
か
ら
ま
た
そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
感
情
で
は
十
分
で
な
い
。」

「
芸
術
的
に
真
で
あ
る
こ
と
は
、
意
図
の
、
意
欲
の
問
題
で
な
く
、
却
っ
て
才
能
の
、
能
力
の
問
題
で
あ
る
。」
文

学
的
活
動
は
単
に
感
情
の
事
柄
で
な
く
、
作
家
の
表
現
的
才
能
、
創
作
的
能
力
の
問
題
で
あ
る
。
文
学
的
活
動
は

喜
怒
の
感
情
が
お
の
ず
か
ら
顔
色
に
現
れ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
「
表
現
」
で
な
く
、
寧
ろ
「
形
成
」
で
あ

る
。
文
学
に
お
け
る
表
現
活
動
に
は
特
定
の
表
現
手
段
即
ち
言
語
と
い
う
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
を
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媒
介
と
す
る
表
現
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
言
語
は
社
会
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
歴
史
的
に
生
成
し
変

化
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
文
学
は
歴
史
的
社
会
的
規
定
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
現
今
の
日

本
語
は
外
国
語
に
影
響
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
外
国
語
の
移
入
は
社
会
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
文
学
的
活

動
が
形
成
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
テ
ク
ニ
イ
ク
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
デ
ィ

ル
タ
イ
が
彼
の
詩
学
に
お
い
て
示
し
た
如
く
、
文
学
も
し
く
は
或
る
文
学
種
類
の
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ニ
イ
ク
は
そ
の

統
一
性
を
た
だ
一
定
の
歴
史
的
時
代
の
文
化
の
内
容
か
ら
し
て
得
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
悲
劇
或
い
は
叙
事
詩
の

普
遍
妥
当
的
な
テ
ク
ニ
イ
ク
と
い
う
も
の
は
存
し
な
い
。
芸
術
上
の
テ
ク
ニ
イ
ク
が
歴
史
的
文
化
に
規
定
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
遠
近
法
の
発
見
が
絵
画
に
与
え
た
影
響
の
場
合
を
考
え
て
み
れ
ば
容
易
に
理
解
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
ま
た
も
と
文
学
以
外
の
領
域
で
考
え
ら
れ
た
唯
物
弁
証
法
な
る
も
の
が
、
今
日
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
の
創
作
方
法
と
し
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
作
家
は
表
現
手
段
及
び
テ
ク

ニ
イ
ク
の
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
諸
条
件
の
も
と
に
お
い
て
制
作
す
る
。尤
も
偉
大
な
る
作
家
は
み
ず
か
ら
言
語（
文

体
）
を
創
造
し
、
み
ず
か
ら
新
し
い
テ
ク
ニ
イ
ク
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
き
芸
術
的
創
造
的
活
動
も

人
間
の
も
の
で
あ
る
限
り
も
と
よ
り
純
粋
な
創
造
で
な
く
、
却
っ
て
与
え
ら
れ
た
素
材
、
対
象
、
内
容
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
方
面
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
形
成
の
テ
ク
ニ
イ
ク
も
表
現
の
形
式
も
、
内
容
を
生
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か
す
も
の
と
し
て
真
の
テ
ク
ニ
イ
ク
で
あ
り
真
の
形
式
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
は
何
か
創
作
性
と
い

う
べ
き
も
の
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
こ
の
も
の
は
客
体
の
側
か
ら
で
な
し
に
主
体
の
側
か
ら
で
な
け

れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
人
間
の
感
情
も
そ
の
内
容
性
に
お
い
て
は
ま
た
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
先
ず
感
情
は
そ
れ
自
身
だ
け
で
孤
立
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
表
象
、
思
惟
、
意
欲
な
ど
の
諸
機
能

と
つ
ね
に
一
定
の
関
係
を
取
り
む
す
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
感
情
の
歴
史
性
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
た
だ
感
情
と
い

う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
つ
ね
に
「
誰
か
」
の
感
情
で
あ
る
。
作
品
も
誰
か
の
作
品
で
あ
る
。
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ラ
ン
ゲ
（	 Friedrich A

lbert Lange, 1828―
75 

）
が
何
処
か
で
い
っ
た
、「
そ
れ

が
諸
対
立
に
お
い
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
直
線
的
に
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
己
自
身
か
ら
発
展
す
る
哲
学
と
い
う
も
の

が
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
た
だ
彼
等
の
教
説
も
含
め
て
彼
等
の
時
代
の
子
供
で
あ
る
と
こ
ろ
の
哲
学
す
る
諸
個

人
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。」
か
く
の
如
き
考
察
の
仕
方
は
文
学
の
場
合
に
あ
っ
て
も
甚
だ
大
切
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
特
に
そ
の
よ
う
な
人
間
の
問
題
は
「
天
才
」
に
お
い
て
集
中
さ
れ
、
そ
の
頂
点
に
達
す

る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
単
に
個
人
的
な
も
の
は
天
才
的
な
も
の
で
な
か
ろ
う
。
天
才
も
社
会
的
な
も

の
で
あ
り
、
且
つ
社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
方
面
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
天
才
は
単
に
時
代
の
子
供
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
時
代
に
先
駆
し
一
時
代
を
超
越
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
か
く
の
如
き
時
代
に
対
す
る
先
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駆
も
し
く
は
超
越
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
得
る
た
め
に
は
人
間
が
い
わ
ば
一

重
の
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
二
重
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
人
間
に
お
い
て
主
体
と
客
体
と
の
分
裂
の

あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
も
の
と
し
て
人
間
は
二
重
の
意
味
に
お
け
る
歴
史
、
即
ち
私

が
私
の
『
歴
史
哲
学
』
に
お
い
て
規
定
し
た
が
如
き
「
存
在
と
し
て
の
歴
史
」
及
び
「
事
実
と
し
て
の
歴
史
」
に

属
す
る
。
文
学
上
の
作
品
が
或
る
超
時
代
的
な
意
味
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
何
か
そ
こ
に
客
観
的
に
一
定
不

変
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
る
べ
き
で
な
く
、
寧
ろ
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
存
在
と
し
て
の
歴
史
に

対
す
る
非
連
続
を
認
め
る
こ
と
を
手
懸
り
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
く
歴
史
の
二
重

の
意
味
及
び
両
者
の
弁
証
法
的
対
立
及
び
統
一
の
把
握
に
よ
っ
て
文
学
の
世
界
の
構
造
の
理
解
も
与
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
唯
物
史
観
は
単
な
る
客
体
的
見
方
で
あ
っ
て
、
主
体
的
な
も
の
の
理
解
に
欠
け
て
い
る
と
い
わ

れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
な
も
の
も
単
に
客
体
の
方
面
に
考
え
ら
る
べ
き
で
な
く
、
ま
た
主
体
的
に
考
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
上
に
述
べ
た
運
命
の
意
味
に
理
解
さ
れ
た
世
代
な
ど
い
う
も
の
は
か
か
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
に
つ
い
て	

【1934.9

】

不
安
の
文
学
、
不
安
の
哲
学
と
い
う
も
の
が
、
我
が
国
に
お
い
て
あ
か
ら
さ
ま
に
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
、
も
は
や
二
年
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
頃
の
レ
フ
・
シ
ェ
ス
ト
フ
の
流
行
は
そ
の
連
続
で
あ
り
、
そ

の
最
近
の
形
態
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
傾
向
が
我
が
国
の
社
会
情
勢
に
相
応
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ

の
不
安
は
社
会
情
勢
か
ら
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
ま
た
こ
の
不
安
に
は
単
に
客
観
的
社
会
的
条
件
か
ら

の
み
説
明
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
も
し
人
間
に
本
来
不
安
な
と
こ
ろ
が
な
い
な
ら
ば
、
或
る
一
定
の
条
件
に
お

か
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
は
不
安
に
陥
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
に
お
け
る
不
安
が

何
で
あ
る
か
が
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
ま
シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
の
性
質
を
理
解
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
問
題
に

つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
て
見
た
い
。

不
安
の
文
学
、
不
安
の
哲
学
は
、
し
ば
し
ば
懐
疑
論
と
か
厭
世
論
と
か
い
う
風
に
無
雑
作
に
批
評
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
不
安
は
単
な
る
厭
世
の
如
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
シ
ェ
ス
ト
フ
は
、
運
命
に
つ
い
て
探
究
し

た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
主
人
公
た
ち
が
、
キ
リ
ロ
フ
の
場
合
【『
悪
霊
』
に
登
場
】
を
除
き
、
誰
も
自
殺
し
な
か
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シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
に
つ
い
て

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
キ
リ
ロ
フ
に
し
て
も
、
彼
が
み
ず
か
ら
生
を
奪
っ
た
の
は
、
生
か
ら
逃
れ
る
た
め

で
な
く
、
自
分
の
力
を
試
す
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
生
が
如
何
に
重
く
彼
等
に
負
い
か
ぶ
さ
ろ
う
と
も
生
の
忘

却
を
求
め
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た
も
し
懐
疑
が
真
理
は
な
い
と
し
て
探
究
を
断
念
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
な
ら

ば
、
こ
の
場
合
懐
疑
と
い
う
の
も
正
し
く
は
な
い
。
シ
ェ
ス
ト
フ
は
パ
ス
カ
ル
論
に
お
い
て
、「
イ
エ
ス
は
世
の

終
ま
で
悩
み
給
う
で
あ
ろ
う
、
そ
の
間
は
眠
っ
て
は
な
ら
ぬ
。」
と
い
う
パ
ス
カ
ル
の
語
を
引
き
、
そ
の
意
味
に

つ
い
て
繰
り
返
し
論
じ
て
い
る
。
眠
を
殺
し
て
探
究
を
続
け
る
こ
と
が
懐
疑
の
精
神
で
あ
る
。
何
が
そ
の
よ
う
に

探
究
さ
れ
、
ま
た
探
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
。
日
常
は
蔽
い
隠
さ
れ
不
安
に
お
い
て
初
め
て
顕
に
な
る

リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
不
安
の
文
学
、
不
安
の
哲
学
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
非
日
常
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
探

究
す
る
文
学
、
哲
学
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
も
し
か
よ
う
な
文
学
や
哲
学
に
対
し
て
批
判
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
批
判
は
何
よ
り
も
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
の
根
幹
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
ま
た
本
来
の
不
安

を
憂
鬱
、
低
徊
、
焦
躁
な
ど
の
日
常
的
な
心
理
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
不
安
は
単
に
心
理
的
な
も

の
で
な
く
て
形
而
上
学
的
な
も
の
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
で
懐
疑
が
い
か
に
容
易
に
好
奇
心
に
転
落
す
る
か
を
指
摘
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
好
奇
心
は
知
識

欲
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
と
っ
て
は
も
と
知
識
の
所
有
が
目
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
好
奇
心
は
定
ま
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っ
た
物
の
そ
ば
に
留
ま
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
つ
ね
に
先
々
へ
、
遠
方
へ
さ
ま
よ
い
渉
る
。
何
処
に
も
留
ま
ら
な
い

と
い
う
こ
と
が
そ
の
性
格
で
あ
る
。
好
奇
心
は
到
る
処
に
居
り
、
し
か
も
何
処
に
も
居
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ

が
求
め
る
の
は
真
の
認
識
で
な
く
―
―
物
に
近
く
踏
み
留
ま
ら
な
い
で
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
、
―
―
我
々
自
身
を
散
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
我
々
は
好
奇
心
に
お
い
て
我
々
を
シ
ェ
ス
ト
フ
の
い
わ

ゆ
る
日
常
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

の
う
ち
に
と
ら
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
自
身
の
本
来
の
不
安
か
ら
眼
を
そ
む
け
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
に
つ
い
て
の
「
不
安
な
好
奇
心
」（
パ
ス
カ
ル
）
の
も
と
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
は
我
々

自
身
の
不
安
で
あ
る
。
こ
の
頃
い
わ
れ
る
懐
疑
は
も
と
何
等
か
不
安
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
我
々

の
間
に
お
い
て
そ
の
懐
疑
が
本
来
の
精
神
を
失
っ
て
、
単
に
不
安
な
流
行

0

0

0

0

0

を
作
る
も
の
と
な
り
、
か
く
し
て
不
安

な
好
奇
心
に
転
落
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ェ
ス
ト
フ
の
流
行
に
し
て
も
、
か
よ
う
な
一
面
が

な
く
も
な
い
。
不
安
な
好
奇
心
と
い
う
も
の
が
最
近
の
我
が
国
の
文
化
の
著
し
い
現
象
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

不
安
な
流
行
、
不
安
な
好
奇
心
の
機
能
は
、
我
々
を
日
常
的
な
も
の
の
う
ち
に
埋
れ
さ
せ
、
―
―
そ
の
よ
う
な
流

行
と
し
て
は
「
悲
劇
の
哲
学
」
も
日
常
的
な
も
の
で
あ
る
、
―
―
我
々
自
身
の
主
体
的
な
不
安
か
ら
眼
を
そ
む
け

さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
る
に
懐
疑
の
精
神
は
、
日
常
は
蔽
わ
れ
不
安
に
お
い
て
初
め
て
顕
に
な
る
現
実
に
面

し
て
最
も
近
く
立
ち
、
執
拗
に
問
い
つ
つ
踏
み
留
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
問
の
固
持
か
ら
文
学
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シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
に
つ
い
て

も
哲
学
も
生
れ
て
く
る
。

い
つ
の
時
に
お
い
て
も
哲
学
の
、
そ
し
て
ま
た
文
学
の
根
本
問
題
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
で
あ
る
。
い
ず
れ

の
哲
学
、
い
ず
れ
の
文
学
も
、
根
本
に
お
い
て
、
リ
ア
リ
テ
ィ
以
外
の
も
の
を
欲
す
る
も
の
で
は
な
い
。
相
違
は

た
だ
、
何
を
リ
ア
ル
と
し
て
体
験
し
、
ま
た
定
立
す
る
か
に
あ
る
。
そ
の
或
る
も
の
が
現
実
を
破
壊
す
る
よ
う
に

見
え
る
場
合
で
す
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
た
だ
、
ひ
と
つ
の
他
の
、
よ
り
深
い
、
よ
り
真
な
る
現
実
を
発
見
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ス
ト
フ
が
ニ
ー
チ
ェ
、
パ
ス
カ
ル
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
、
ト
ル

ス
ト
イ
、
そ
の
他
に
関
す
る
幾
多
の
評
論
に
お
い
て
倦
む
こ
と
な
く
探
究
し
た
の
も
、
つ
ま
り
新
し
い
リ
ア
リ
テ

ィ
の
問
題
で
あ
っ
た
。「
唯
一
つ
の
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
、
こ
こ
に
は
現
実
が
あ
る
。
新
し
い
、
未
聞
の
、
嘗
て

見
ら
れ
な
か
っ
た
、
或
い
は
む
し
ろ
従
来
決
し
て
展
覧
に
供
せ
ら
れ
な
か
っ
た
現
実
が
あ
る
。」
と
、
彼
は
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
の
批
評
の
中
で
書
い
て
い
る
。
彼
は
我
が
国
で
は
主
と
し
て
文
壇
に
お
い
て
伝
え
ら

れ
て
い
る
が
、
思
想
的
に
見
る
と
、
彼
は
現
代
の
哲
学
か
ら
孤
立
し
た
も
の
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
実
存
の
哲
学
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
な
ど
の
哲
学
と
或
る
共
通
の
も
の
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
。

現
代
の
哲
学
、
特
に
あ
の
実
存
の
哲
学
は
、
も
は
や
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
を
、
旧
い
形
而
上
学
の
よ
う
に
、
実

在
と
現
象
、
本
質
と
仮
象
と
い
う
如
き
区
別
を
も
っ
て
考
え
な
い
。
シ
ェ
ス
ト
フ
的
思
考
に
お
い
て
も
同
様
に
か
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よ
う
な
区
別
は
場
所
を
見
出
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
却
っ
て
彼
は
日
常
的
な
も
の
と
非
日
常
的
な
も
の
と

い
う
範
疇
の
も
と
に
思
考
し
た
。
そ
し
て
彼
は
非
日
常
的
な
も
の
、
或
い
は
「
地
下
室
の
人
間
」
の
権
利
に
お
い

て
、
日
常
的
な
も
の
、
ひ
と
が
普
通
に
現
実
と
考
え
て
い
る
も
の
に
対
し
て
烈
し
く
抗
議
す
る
。
シ
ェ
ス
ト
フ
の

日
常
的
な
も
の
と
い
う
概
念
は
ほ
ぼ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
世
界
」
の
概
念
に
相
応
す
る
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
後
者
が
哲
学
的
に
加
工
さ
れ
、
精
巧
で
あ
る
だ
け
圧
力
に
欠
け
て
い
る
に
反
し
て
、
前
者
は
あ
ら
ゆ

る
世
界
的
（
世
間
的
）
な
も
の
、
そ
し
て
単
に
常
識
や
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
の
如
き
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
科
学

や
理
性
を
も
い
わ
ば
非
哲
学
的
に
包
括
し
、
そ
れ
だ
け
生
ま
の
力
を
も
っ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
世
界
を
理

解
し
解
釈
す
る

0

0

0

0

に
反
し
て
、
シ
ェ
ス
ト
フ
に
と
っ
て
日
常
的
な
も
の
は
憤
怒
と
抗
議
の
対
象
で
あ
る
。

こ
の
時
ひ
と
は
言
う
で
あ
ろ
う
、
た
だ
悲
劇
の
哲
学
の
み
で
は
な
い
、
科
学
や
理
性
も
ま
た
現
実
に
対
し
て
憤

怒
し
、
抗
議
し
た
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
科
学
や
理
性
の
現
実
に
対
す
る
抗
議
が
合
理

性
の
非
合
理
性
に
対
す
る
抗
議
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
悲
劇
の
哲
学
の
そ
れ
は
反
対
に
、
非
合
理
性
の
合
理
性
に
対

す
る
抗
議
で
あ
る
。
前
の
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
同
じ
世
界
の
次
元
に
お
け
る
争
で
あ
る
。
し
か
る
に
後
の
も
の
は

地
上
の
も
の
と
地
下
の
も
の
と
、
異
な
る
次
元
の
も
の
の
争
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
非
合
理
性
は
合
理
性
の

剰
余
と
い
う
如
き
も
の
で
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
そ
の
上
に
し
っ
か
り
立
っ
て
い
る
と
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シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
に
つ
い
て

思
っ
て
い
た
地
盤
が
突
然
裂
け
、
深
淵
が
開
く
の
を
感
じ
る
と
き
、
こ
の
不
安
の
明
る
い
夜
の
う
ち
に
お
い
て
日

常
は
無
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
唯
一
の
現
実
と
し
て
我
々
に
顕
に
な
る
。
こ
の
も
の
は
も
と
よ
り
日
常
的
な
意

味
で
は
ど
こ
ま
で
も
非
存
在
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
と
き
我
々
は
現
実
の
領
域
を
去
っ
て
「
永
遠
の
、
根
源
的
な
非

存
在
」
に
近
づ
く
。
そ
し
て
こ
の
非
存
在
或
い
は
無
こ
そ
、
唯
一
の
、
真
に
我
々
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
現

実
と
の
矛
盾
に
お
い
て
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
証
明
を
要
求
せ
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
で
あ
る
。「
世
界
は
深
い
、

昼
が
考
え
た
よ
り
も
深
い
。」（
ニ
ー
チ
ェ
）。
現
実
は
日
常
性
の
哲
学
が
考
え
る
よ
り
も
遥
か
に
深
い
。「
何
に
よ

っ
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
惹
き
附
け
ら
れ
る
の
を
感
じ
る
か
。『
多
分
』
に
よ
っ
て
、
突
然
性
、
闇
、
我
侭
に

よ
っ
て
―
―
ま
さ
に
常
識
や
科
学
が
存
在
し
な
い
も
の
も
し
く
は
否
定
的
に
存
在
す
る
も
の
と
考
え
る
す
べ
て
の

も
の
に
よ
っ
て
で
あ
る
。」
と
、
シ
ェ
ス
ト
フ
は
書
い
て
い
る
。
科
学
は
事
物
の
自
然
必
然
性
の
認
識
で
あ
る
。

常
識
や
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
が
或
る
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
理
性
に
し
て
も
或
る
自

然
的
な
も
の
、
デ
カ
ル
ト
の
い
う
「
自
然
的
な
光
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
シ
ェ
ス
ト
フ
に
と

っ
て
は
リ
ア
リ
テ
ィ
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
意
味
の
自
然
を
超
え
た
も
の
、
即
ち
真
の
意
味
に
お
い
て
メ
タ
フ
ィ
ジ

カ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
理
性
は
人
々
の
考
え
る
よ
う
に
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
も
の
で
は
な
い
。
シ
ェ
ス
ト
フ
は
と

り
わ
け
理
性
に
も
と
づ
い
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
、
普
遍
妥
当
的
な
規
範
を
立
て
よ
う
と
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
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を
宿
敵
の
如
く
攻
撃
し
た
。

常
識
や
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
我
々
す
べ
て
が
自
然
に
有
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
科
学
は
我
々
す
べ
て

を
規
定
す
る
真
理
を
示
し
、
理
性
は
我
々
す
べ
て
が
従
う
べ
き
規
範
を
命
令
す
る
。
そ
れ
ら
は
み
な
何
等
か
の
意

味
に
お
い
て
、
或
い
は
カ
ン
ト
的
な
「
意
識
一
般
」
の
意
味
に
お
い
て
、
或
い
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的
な
「
ひ
と
」

即
ち
平
均
的
な
、
日
常
的
な
人
間
の
意
味
に
お
い
て
、「
我
々
す
べ
て
」
に
か
か
わ
る
。
か
く
し
て
そ
れ
ら
は
み

な
普
遍
性
、
必
然
性
、
も
し
く
は
自
明
性
を
具
え
て
い
る
。
地
下
室
の
人
間
は
こ
の
よ
う
な
普
遍
性
、
必
然
性
、

自
明
性
と
争
い
、
そ
れ
を
克
服
し
、
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
。
常
識
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
、
科

学
、
理
性
を
一
緒
に
し
て
、
そ
れ
ら
の
性
質
を
同
一
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
認
識
論
的
に
甚
だ
し
い
混
同
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
シ
ェ
ス
ト
フ
は
、そ
の
よ
う
な
認
識
論

0

0

0

そ
の
も
の
が
す
で
に
「
我
々
す
べ
て
」

或
い
は
「
人
間
一
般
」
の
見
地
に
立
っ
て
い
る
、と
考
え
る
。
か
く
し
て
自
明
性
に
対
す
る
争
は
、「
我
々
す
べ
て
」

に
対
す
る
「
個
別
的
な
、生
き
た
人
間
」
の
争
で
あ
る
。
自
明
性
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、「
健
全
な
」「
普

通
の
」
人
間
か
ら
見
る
と
気
紛
れ
に
等
し
い
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
我
々
の
生
の
決
定
的
な
瞬
間

に
お
い
て
か
く
の
如
き
「
気
紛
れ
」
の
権
利
の
た
め
に
争
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
自

分
の
愛
す
る
者
の
死
を
知
っ
た
と
き
、
或
い
は
自
分
自
身
が
直
接
死
に
面
し
た
と
き
、
死
は
我
々
す
べ
て
が
従
わ
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シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
に
つ
い
て

ね
ば
な
ら
ぬ
自
然
必
然
性
で
あ
る
と
し
て
、
我
々
は
平
然
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
我
々
は
そ
の
よ
う

な
打
勝
ち
難
い
自
然
法
則
、
自
明
の
真
理
に
対
し
て
憤
怒
を
感
じ
、
そ
の
克
服
を
欲
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

死
は
そ
の
と
き
「
ひ
と
ご
と
」、「
我
々
す
べ
て
」
の
こ
と
で
な
く
、
自
身
の
個
別
的
な
存
在
に
か
か
わ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
個
別
的
な
実
存
に
は
つ
ね
に
パ
ト
ス
が
伴
う
。
シ
ェ
ス
ト
フ
は
地
下
室
の
人
間
と
は
死
の
天
使
に

よ
っ
て
新
し
い
眼
を
与
え
ら
れ
た
者
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
地
下
室
の
人
間
は
自
己
自
身
の
運
命
に
つ
い
て
問

い
続
け
る
。「
彼
等
は
い
ず
れ
も
宇
宙
か
ら
自
己
の
不
幸
に
対
す
る
弁
明
を
要
求
す
る
。」「
物
質
や
エ
ナ
ー
ジ
ー

は
不
滅
で
あ
り
、し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
は
滅
亡
す
る
、と
い
う
風
に
理
性
は
定
め
る
。

そ
し
て
す
べ
て
の
者
は
何
も
い
わ
ず
に
そ
れ
に
従
い
、
何
人
も
敢
え
て
、
何
故
に
理
性
は
こ
の
よ
う
な
法
を
発
布

し
た
の
で
あ
る
か
、
何
故
に
理
性
は
か
く
も
親
切
に
物
質
や
エ
ナ
ー
ジ
ー
を
守
る
に
心
を
用
い
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や

ブ
ル
ー
ノ
を
忘
れ
た
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
を
発
し
さ
え
し
な
い
の
で
あ
る
。」
自
然
の
法
則
は
擁
護
さ
れ
る

こ
と
を
要
し
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
有
す
る
普
遍
性
、
必
然
性
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
自
己
の
現
実
性
を
証
明

す
る
で
あ
ろ
う
。
最
も
擁
護
を
要
求
し
て
い
る
の
は
個
別
的
な
も
の
、偶
然
的
な
も
の
、或
る
「
気
紛
れ
」
で
あ
る
。

人
間
が
自
然
的
な
眼
の
ほ
か
に
死
の
天
使
に
よ
っ
て
第
二
の
眼
を
与
え
ら
れ
た
意
味
は
、「
何
等
答
の
存
し
な
い
、

し
か
も
ま
さ
に
か
く
も
力
を
も
っ
て
答
を
要
求
す
る
故
に
答
の
存
し
な
い
問
を
提
出
す
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。
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科
学
は
個
別
者

0

0

0

の
問
題
を
顧
み
な
い
。
そ
し
て
従
来
の
理
性
の
哲
学
、
観
念
論
の
哲
学
も
ま
た
こ
の
問
題
を
解

決
す
る
に
無
能
力
で
あ
る
。
し
か
る
に
悲
劇
の
哲
学
は
か
か
る
個
別
者
の
問
題
に
情
熱
を
集
中
す
る
。「
個
人
の

自
身
の
倫
理
的
現
実
が
唯
一
の
現
実
で
あ
る
」
と
い
う
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
葉
は
悲
劇
の
哲
学
の
思
想
を
言
い

表
す
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
現
実
は
シ
ェ
ス
ト
フ
に
依
る
と
地
下
室
の
人
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
目
的
は
次

の
一
事
で
あ
る
、
あ
の
洞
窟
を
脱
す
る
こ
と
、
法
則
、
原
理
、
自
明
が
人
間
を
支
配
し
て
い
る
魔
法
に
か
か
っ
た

国
―
―
『
健
全
な
』『
普
通
の
』
人
間
の
『
理
想
的
な
』
国
を
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
。
地
下
室
の
人
間
は
最
も
不

幸
な
、
最
も
悲
惨
な
、
最
も
不
利
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
普
通
の
』
人
間
、
即
ち
同
様
の
地
下
室
に

住
み
な
が
ら
地
下
室
が
地
下
室
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
彼
の
生
活
が
真
の
、
最
高
の
生
活
で
あ
り
、
彼
の
知
識

が
最
も
完
全
な
知
識
で
あ
り
、
彼
の
善
が
絶
対
の
善
で
あ
り
、
彼
が
万
物
の
ア
ル
フ
ァ
で
オ
メ
ガ
、
初
で
終
で
あ

る
と
信
じ
て
い
る
人
間
―
―
か
よ
う
な
人
間
は
地
下
室
の
国
で
は
自
分
が
ホ
メ
ロ
ス
的
哄
笑
を
喚
び
起
す
の
で
あ

る
。」
地
下
室
の
人
間
と
い
う
も
の
が
人
間
の
本
来
の
存
在
可
能
性
で
あ
る
。

シ
ェ
ス
ト
フ
の
悲
劇
の
哲
学
は
人
間
を
そ
の
日
常
性
か
ら
彼
の
本
来
の
存
在
可
能
性
で
あ
る
と
こ
ろ
の
地
下
室

の
人
間
へ
連
れ
戻
そ
う
と
す
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
人
間
は
死
へ
の
配
慮
に
お
い
て
世
界
に
お
け
る
そ
の
非
本

来
的
な
存
在
か
ら
本
来
の
倫
理
的
実
存
の
自
覚
に
到
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
の
と
、
こ
の
点
、
軌
を
一
に
す
る
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シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
に
つ
い
て

と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
シ
ェ
ス
ト
フ
は
そ
の
心
理
が
一
層
複
雑
で
、
そ
し
て
ヒ
ス
テ
リ
カ
ル
と
も
い
い
得
る
鋭
さ

を
も
っ
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
却
っ
て
今
日
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
に
迎
え
ら
れ
る
所
以
で
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
彼
の
論
理
は
意
外
に
単
純
で
は
な
い
か
と
思
う
。
彼
が
突
放
し
た
と
こ
ろ
で
ひ
と
を
突
放
す
の
は
そ
れ
ほ

ど
の
こ
と
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
彼
に
お
い
て
は
ニ
ー
チ
ェ
が
非
難
し
た
よ
う
な
リ
テ
ラ
ー
テ
ン
ト
ゥ
ム

（
文
士
風
）
が
少
し
目
に
附
く
の
も
気
懸
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
徴
候
性

0

0

0

の
濃
厚
な
点
に
お
い
て
彼
の
書
物
は
た

し
か
に
魅
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
内
面
性
の
深
さ
、そ
の
論
理
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
点
に
至
っ
て
は
、

彼
は
も
と
よ
り
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
如
き
に
及
ば
な
い
と
思
う
。

地
下
室
の
人
間
は
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
い
か
、
と
多
分
ひ
と
は
い
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
人
間

は
本
来
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
に
な
り
得
る
存
在
で
あ
る
。
プ
レ
ス
ナ
ー
と
い
う
学
者
は
、
人
間
的
生
を
植
物
的
生

や
動
物
的
生
と
比
較
し
て
、
そ
の
根
本
的
特
徴
と
し
て
エ
ク
セ
ン
ト
リ
シ
テ
ィ
（
離
心
性
）
と
い
う
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
普
通
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
す
べ
て
生
命
あ
る
も
の
は
一
の
存
在
的
中
心

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
規
定

を
有
す
る
。
そ
れ
は
つ
ね
に
自
己
自
身
を
限
定
し
、
み
ず
か
ら
自
己
の
空
間
的
時
間
的
統
一
を
形
成
し
、
そ
の
周

囲
に
対
し
て
抵
抗
の
中
心
、
反
応
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
存
在
的
中
心
の
周
囲
が
環
境
と
呼
ば
れ
、
環
境

は
逆
に
か
よ
う
な
生
命
統
一
に
作
用
し
、
影
響
を
与
え
る
。
人
間
的
生
命
も
ま
た
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
け
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れ
ど
も
人
間
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
人
間
は
世
界
に
対
し
て
距
離
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
い
な
、
人
間

は
、
実
に
そ
の
よ
う
な
存
在
的
中
心
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
己
を
離
れ
、
自
己
に
対
し
て
も
距
離
の
関
係
に
立
つ
こ

と
が
で
き
る
。
即
ち
人
間
は
存
在
的
に
単
に
中
心
的
で
あ
る
の
で
な
く
、却
っ
て
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
（
離
心
的
）

で
あ
る
。
人
間
存
在
の
か
く
の
如
き
エ
ク
セ
ン
ト
リ
シ
テ
ィ
は
自
己
自
身
に
お
け
る
客
体
か
ら
主
体
へ
の
超
越
を

意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
そ
の
離
心
性
に
お
い
て
世
界
の
上
に
、従
っ
て
有
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
な
く
、

無
の
上
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
と
よ
り
彼
は
客
体
的
に
は
世
界
の
う
ち
に
あ
っ
て
一
の
存

在
的
中
心
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
離
心
的
な
、
主
体
へ
超
越
し
た
も
の
と
し
て
は
無
の
上
に
立
た
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
わ
か
り
易
く
い
う
と
、
人
間
は
単
に
世
界
の
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
世
界
に
お
い
て
異
郷
人
で
あ
る
。

人
生
は
旅
で
あ
る
と
い
う
あ
の
感
情
も
、
人
間
存
在
の
離
心
性
を
現
し
て
い
る
。
人
間
は
異
郷
人
と
し
て
彼
が
世

界
の
う
ち
に
あ
る
の
は
出
て
来
て

0

0

0

0

あ
る
の
で
あ
る
。
出
て
来
た
も
の
と
し
て
自
分
が
出
て
来
る
も
と
を
考
え
る
と

き
、
こ
の
も
と
は
無
で
あ
る
。
我
々
は
す
で
に
、
い
わ
ば
宿
命
的
に
世
界
の
う
ち
へ
出
て
来
て
し
ま
っ
て
い
る
。

何
故
に
我
々
は
世
界
の
う
ち
へ
出
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
ま
さ
に
無
の
上
に
立
た
さ
れ
て
い
る

た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
地
下
室
の
人
間
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
問
に
お
い
て
自
己
が
無
の
上
に
立
た
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
た
、
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
人
間
で
あ
る
。
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
に
な
り
得
る
と
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シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
に
つ
い
て

い
う
こ
と
が
人
間
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
古
来
あ
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
中
庸
と
い
う
こ
と
、
ほ
ど
ほ
ど

に
と
い
う
こ
と
が
日
常
性
の
道
徳
と
し
て
力
説
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ス
ト
フ
は
地
下
室
の

人
間
が
何
よ
り
も
こ
の
よ
う
な
中
庸
を
否
定
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。

人
間
存
在
の
エ
ク
セ
ン
ト
リ
シ
テ
ィ
は
単
に
知
的
な
意
味
に
、
即
ち
人
間
は
主
観
と
し
て
客
観
で
あ
る
と
こ
ろ

の
世
界
に
対
し
て
距
離
の
関
係
に
立
ち
、
こ
れ
に
つ
い
て
客
観
的
な
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
に

の
み
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
人
間
が
離
心
的
で
な
い
な
ら
ば
、
人
間
は
自
己
を
も
含
め
て
の
世
界

に
つ
い
て
客
観
的
な
知
識
を
得
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
エ
ク
セ
ン
ト
リ
シ
テ
ィ
は
人
間
の
全
存
在
に

か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
間
に
は
ま
た
根
源
的
に
ニ
ー
チ
ェ
の
い
わ
ゆ
る
「
距
離
の
パ
ト
ス
」
が
属
し

て
い
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
が
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
（
驕
り
）
と
い
っ
た
も
の
も
か
く
の
如
き
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
の
超
人
は
こ
の
よ
う
な
距
離
の
パ
ト
ス
か
ら
生
れ
た
。
し
か
る
に
人
間
存
在
の
離
心

性
は
人
間
の
力
と
共
に
人
間
の
無
力
を
も
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
離
心
性
の
た
め
に
、
彼
に
と
っ
て
は
生
き
る

と
い
う
こ
と
は
周
囲
と
忘
我
的
に
も
し
く
は
脱
魂
的
に
融
合
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
り
得
ず
、
生
は
生
に
処
す
る

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
生
で
あ
り
な
が
ら
、
生
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

0

0

0

。

彼
は
自
己
が
あ
る
も
の
に
自
己
を
初
め
て
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
生
け
る
生
」
と
い
う
こ
と
が
無
意
味
な
同
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語
反
復
で
な
く
、
ま
た
「
よ
り
多
く
の
生
」
に
対
す
る
要
求
が
感
じ
ら
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

し
か
る
に
こ
の
よ
う
に
生
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
が
生
を
初
め
て
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の

生
の
根
本
的
な
窮
迫
を
意
味
し
て
い
る
。
窮
迫
は
単
に
外
的
生
活
の
窮
乏
で
な
く
、
内
面
的
な
窮
迫
で
あ
り
、
彼

が
無
の
上
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
欲
望
は
か
か
る
根
本
的
な
窮
迫
に
よ
っ
て
担

わ
れ
る
故
に
、
或
る
無
限
性
、
即
ち
決
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
言
い
換
え

る
と
、
人
間
的
欲
望
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
と
い
う
の
は
無
限
性
或
い
は
絶
対

性
の
性
質
を
帯
び
た
感
性
的
な
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
ま
た
人
間
に
と
っ
て
生
は
生
に
処
す
る

0

0

0

と
い
う

こ
と
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
間
の
生
活
は
根
本
的
に
技
術
的
で
あ
る
。
技
術
的
と
い
う
こ
と
は
単
に
工
学
的
の

意
味
に
の
み
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
間
は
そ
の
極
め
て
原
始
的
な
欲
望
で
す
ら
つ
ね
に
技
術

的
に
も
し
く
は
技
巧
的
に
満
足
さ
せ
よ
う
と
求
め
る
。
そ
こ
か
ら
人
間
的
生
は
デ
カ
ダ
ン
ス
に
陥
る
性
質
を
お
の

ず
か
ら
内
在
せ
し
め
て
い
る
。
す
べ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
人
間
存
在
の
エ
ク
セ
ン
ト
リ
シ
テ
ィ
に
基
づ
く
と
考
え

ら
れ
る
。
人
間
の
こ
の
性
質
は
彼
の
力
と
同
時
に
無
力
を
現
し
て
い
る
。
悲
劇
的
人
間
が
如
何
に
こ
の
よ
う
な
無

力
と
力
と
の
交
錯
を
経
験
し
た
か
を
、
我
々
は
シ
ェ
ス
ト
フ
に
お
い
て
、
ま
た
特
に
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
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シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
人
間
が
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
客
体
的
な
存
在
的
中
心

0

0

0

0

0

か
ら
離
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
人
間
が
主
体
的
に
そ
の
存
在
論
的
中
心

0

0

0

0

0

0

と
も
い
う
べ
き
も
の
を
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ

と
、
ま
た
こ
れ
を
定
立
す
る
自
由
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
が
周
囲
の
社
会
と
調
和
し
て
生

活
し
て
い
る
間
は
そ
の
必
要
は
感
じ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
と
き
彼
が
主
体
的
に
定
立
す
べ
き
存0

在
論
的
中
心

0

0

0

0

0

は
世
界
に
お
け
る
彼
の
存
在
的
中
心

0

0

0

0

0

に
相
応
し
て
い
わ
ば
自
然
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
人
間
は
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
で
な
い
。
彼
の
生
活
は
平
衡
と
調
和
を
有
し
、
死
の
不
安
も

顕
に
な
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
彼
自
身
と
周
囲
の
社
会
と
の
間
に
矛
盾
が
感
じ
ら
れ
る
と
き
、
彼
の
右

の
如
き
自
然
的
な
中
心
は
失
わ
れ
、
不
安
は
彼
の
も
の
と
な
る
。
か
く
し
て
不
安
が
社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
方
面

の
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
不
安
に
お
い
て
彼
が
主
体
的
に
自
己
の
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
自
覚
す
る

と
き
、
彼
が
も
と
無
の
上
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
顕
に
な
る
。
中
心
は
如
何
に
し
て
新
た
に
限
定
さ
れ
得
る

で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
と
き
問
題
は
、
シ
ェ
ス
ト
フ
が
そ
の
チ
ェ
ー
ホ
フ
論
を
名
附
け
た
よ
う
に
「
無
か
ら
の
創
造
」
と
な
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
無
が
単
な
る
必
然
性
で
あ
る
な
ら
ば
創
造
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
地
下

室
の
人
間
が
突
き
当
っ
た
無
は
し
ば
し
ば
「
運
命
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
運
命
は
普
通
に
必
然
性
の
別
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名
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
必
然
性
と
考
え
ら
る
べ
き
は
却
っ
て
世
界
、
人
間
が
そ
の
う
ち
に
投
げ

出
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
世
界
も
も
と
よ
り
運
命
と
見
ら
れ
得
る
が
、
そ
れ
は
外
的
運
命
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
必
然
性

0

0

0

に
対
し
て
本
来
の
運
命
、
無
は
、
む
し
ろ
可
能
性

0

0

0

で
あ
り
、
自
由
0

0

で
あ
る
、
シ
ェ
ス
ト
フ
も
そ
の
よ

う
に
考
え
た
。「
人
間
は
自
由
で
な
い
と
い
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
彼
等
は
世
の
中
で
何
よ
り
も
自
由
を
恐
れ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
彼
等
は
ま
た
『
認
識
』
を
求
め
、
そ
れ
だ
か
ら
彼
等
は
『
間
違
の
な
い
』、
争
わ
れ
な
い
権
威
、
言

い
換
え
る
と
、
彼
等
が
す
べ
て
一
緒
に
な
っ
て
崇
拝
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
権
威
を
必
要
と
す
る
。」
し
か

し
無
は
可
能
性
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
単
に
非
現
実
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
対
し
て
は
現
実
が
非

現
実
的
で
、
外
的
運
命
が
偶
然
的
と
も
見
ら
れ
得
る
よ
う
な
可
能
性
で
あ
る
。

「
可
能
性
は
そ
れ
故
に
あ
ら
ゆ
る
範
疇
の
う
ち
最
も
困
難
な
範
疇
で
あ
る
。」
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
書
い
て
い

る
。
我
々
は
無
の
弁
証
法
的
性
質
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
が
死
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し

た
だ
死
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
自
由
で
あ
り
、
可
能
性
で
あ
る
と
は
い
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
無
は
ま
た
生
で

あ
る
。
無
は
我
々
が
そ
こ
に
死
に
、
そ
こ
に
生
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
我
々
は
死
ぬ
べ
く
生
れ
、
生
る
べ
く
死
ぬ

る
。
シ
ェ
ス
ト
フ
が
日
常
的
な
時
間
と
は
次
元
を
異
に
す
る
と
考
え
た
時
間
は
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
無

か
ら
の
創
造
は
か
く
の
如
き
弁
証
法
の
上
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
に
つ
い
て

無
か
ら
の
創
造
の
出
発
点
は
何
よ
り
も
新
し
い
倫
理
の
確
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
が
存
在
論
的
中
心

0

0

0

0

0

0

の
定

立
と
い
う
の
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。そ
の
こ
と
は
世
界
へ
出
て
行
く
こ
と
の
意
味
の
確
立
に
ほ
か
な
ら
な
い
。我
々

は
す
で
に
、
無
自
覚
に
、
世
界
へ
出
て
来
て
し
ま
っ
て
い
る
。
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
に
な
っ
て
、
地
下
室
の
人
間

と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
は
、
世
界
へ
出
て
行
く
こ
と
の
意
味

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
考
え
、
新
た
に
決
意
0

0

し
て
世
界
へ
出
て
行
く
た
め

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
お
い
て
は
な
お
こ
の
よ
う
な
倫
理
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
シ

ェ
ス
ト
フ
は
書
い
て
い
る
、「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、『
行
為
す
る
』
た
め
に
は
、
彼
の
第
二
の
眼
を
、
あ
ら
ゆ

る
他
の
人
間
的
感
情
及
び
我
々
の
理
性
と
も
調
和
す
る
普
通
の
人
間
的
な
眼
に
従
属
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。」

し
か
し
な
が
ら
行
為
す
る
こ
と
は
い
つ
で
も
第
二
の
眼
を
第
一
の
眼
に
「
従
属
」
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
「
従
属
」
さ
せ
た
わ
け
は
、
彼
に
新
し
い
倫
理
の
確
立
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
シ
ェ
ス

ト
フ
は
、「
十
九
世
紀
の
人
間
は
、
お
も
に
無
性
格
な
人
間
即
ち
行
為
す
る
人
間
―
―
お
も
に
制
限
さ
れ
た
存
在

で
あ
る
よ
う
に
、
道
徳
的
に
義
務
附
け
ら
れ
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
義
務
附
け
ら
れ
て
い
る
。」
と
い
う
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
の
地
下
室
の
人
間
の
言
葉
を
感
激
を
も
っ
て
引
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
何
故
に
す
べ
て
の
行
為
す

る
人
間
は
「
無
性
格
な
」「
制
限
さ
れ
た
」
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
廿
世
紀
の
人
間

0

0

0

0

0

0

は
別
の

こ
と
を
考
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
新
し
い
倫
理
を
確
立
す
る
こ
と
、
世
界
へ
出
て
行
く
こ
と
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の
意
味
が
確
立
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
為
的
人
間

0

0

0

0

0

の
新
し
い
タ
イ
プ
が
創
造
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
人
間

は
現
実
と
妥
協
す
る
こ
と
な
く
、
地
下
室
の
人
間
の
よ
う
に
烈
し
く
現
実
に
対
し
て
憤
怒
し
、
抗
議
す
る
で
あ
ろ

う
し
、し
か
も
彼
は
現
実
を
現
実
的
に
克
服
し
得
る
た
め
に
科
学
や
理
性
に
よ
っ
て
武
装
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
無
か
ら
の
創
造
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。「
可
能
性
は
あ
ら
ゆ
る
範
疇
の
う
ち
最
も
困

難
な
範
疇
で
あ
る
。」
必
然
性
と
可
能
性
と
の
綜
合
と
し
て
の
現
実
性

0

0

0

に
達
す
る
こ
と
―
―
無
か
ら
の
創
造
は
そ

こ
に
初
め
て
成
就
さ
れ
る
―
―
は
、
更
に
一
層
困
難
で
あ
る
。
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行
動
的
人
間
に
つ
い
て

行
動
的
人
間
に
つ
い
て	

【1935.3

】

或
る
人
々
は
最
近
我
が
国
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
精
神
的
情
況
に
重
要
な
変
化
が
生
じ
た
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
そ
れ
は
能
動
的
精
神
の
擡
頭
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る	 i

。
こ
の
二
三
ヶ
月
以
来
、
い
わ
ゆ
る
能

動
的
精
神
の
宣
伝
が
行
わ
れ
、
行
動
主
義
が
提
唱
さ
れ
、
そ
し
て
知
識
階
級
の
問
題
が
新
た
に
討
論
さ
れ
た
。
そ

の
賑
か
さ
は
ひ
と
の
注
意
を
惹
く
に
足
り
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
か
よ
う
な
現
象
は
、
こ
の
二
三
年
の
間
或
い
は

顕
に
或
い
は
密
か
に
知
識
人
の
心
を
捉
え
て
い
た
不
安
に
対
し
て
、
或
る
人
々
の
主
張
す
る
如
く
、
何
か
本
質
的

に
異
な
る
も
の
が
現
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
事
実
を
観
察
す
る
と
、
そ
の
能
動
主
義
と
い
う

も
の
の
影
響
は
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
殆
ど
文
壇
の
内
部
に
限
ら
れ
、
そ
こ
で
も
恐
ら
く
喧
伝
さ
れ
る
に
比
し
て
小

さ
い
部
分
に
止
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
文
壇
内
部
の
問
題
と
し
て
も
、
そ
の
提
唱
は
、
最
近
目
立
っ
て
現

れ
た
多
く
の
提
唱
―
―
ひ
と
は
こ
れ
を
特
に
提
唱
の
現
象

0

0

0

0

0

と
名
附
け
得
る
ほ
ど
で
あ
る
―
―
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
も
計
算
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
ま
ざ
ま
の
提
唱
の
中
で
能
動
主
義
の
提
唱
は
確
か
に
重
要
な

i　
「
能
動
精
神
」
と
題
し
た
座
談
会
を
三
木
清
関
連
資
料
第
３
輯
に
収
録
。
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も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
他
方
ま
た
そ
れ
を
か
か
る
一
般
的
な
提
唱
の
現
象
か
ら
抽
象
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
許

さ
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
提
唱
の
現
象
を
全
体
と
し
て
反
省
す
る
と
き
、
そ
れ
は
、
一
派
の
人
々
の
い
う
意
味
に

お
け
る
能
動
的
精
神
の
表
現
で
あ
る
よ
り
も
、
寧
ろ
他
の
批
評
家
の
い
っ
た
如
く
知
識
階
級
の
困
惑
0

0

を
表
現
す
る

と
見
る
の
が
一
層
適
切
で
あ
る
よ
う
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
決
し
て
そ
こ
に
能
動
的
精
神
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な

い
の
で
は
な
い
。
い
な
反
対
に
、
能
動
的
精
神
そ
の
も
の
は
、
今
日
の
能
動
主
義
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
り
も

遥
か
に
広
く
、
ま
た
深
く
、
そ
し
て
能
動
主
義
の
提
唱
さ
れ
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
さ
に
、
あ
の
不
安
と
い
わ
れ
困
惑
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
表
裏
を
な
し
、
元
来
す
で
に
そ
の
う
ち
に
含
ま

れ
て
い
た
。
従
っ
て
現
在
能
動
主
義
の
提
唱
に
よ
っ
て
人
々
に
訴
え
、
そ
し
て
そ
れ
が
不
安
を
克
服
す
べ
き
使
命

を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
精
神
乃
至
意
欲
の
問
題
以
上
に
内
容
あ
る
思
想
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
要
す

る
。
能
動
主
義
者
は
こ
の
場
合
如
何
な
る
新
し
い
思
想
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。

私
は
こ
こ
で
能
動
主
義
の
主
張
を
一
々
検
討
す
る
余
裕
を
も
た
な
い
。
そ
れ
を
説
く
人
の
異
な
る
に
従
っ
て
そ

の
内
容
に
種
々
の
相
違
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
り
一
般
的
に
見
て
、
今
日
の
能
動
主
義
の
唱

道
者
及
び
喝
采
者
は
、
あ
の
不
安
と
い
わ
れ
る
も
の
の
性
質
に
つ
い
て
や
や
単
純
な
認
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
実
際
に
お
い
て
は
、
現
代
的
不
安
に
対
す
る
正
確
な
認
識
な
し
に
は
、
能
動
主
義
も
、
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行
動
的
人
間
に
つ
い
て

と
り
わ
け
文
学
や
哲
学
に
関
係
す
る
限
り
、
発
展
を
期
し
難
い
の
で
あ
る
。
人
々
は
こ
の
不
安
が
単
な
る
憂
鬱
、

恐
怖
、
焦
躁
に
過
ぎ
な
い
か
の
よ
う
に
考
え
る
、
も
し
く
は
故
意
に
そ
の
よ
う
に
宣
伝
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
現

代
的
不
安
は
た
だ
気
分
や
感
情
の
こ
と
で
な
く
、
知
的
な
、
思
想
的
な
も
の
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
ま
た
人
々
は

こ
の
不
安
が
現
実
逃
避
、
厭
世
観
、
虚
無
主
義
、
等
々
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
う
に
い
う
。
け
れ
ど
も
ほ
ん
と
は
、

そ
れ
は
か
か
る
も
の
の
い
ず
れ
と
も
等
し
く
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
不
安
は
む
し
ろ
自
由
な
、
冒
険
的
な
探
究
の

精
神
と
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
現
実
に
服
従
し
な
い
で
、こ
れ
に
反
抗
す
る
こ
と
の
中
に
あ
っ
た
。

不
安
が
本
来
お
よ
そ
か
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
逃
避
的
傾
向
と
は
反
対
に
、
す
で
に
自
己
の

う
ち
に
或
る
種
の
能
動
的
精
神
を
含
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ン
ド
レ
・
ベ
ル
ジ
ュ
は
近
代
文
学

の
精
神
を
論
じ
た
文
章
の
中
で
書
い
て
い
る
、「
不
安
と
は
殆
ど
つ
ね
に
思
想
の
相
剋
、
前
人
未
踏
の
地
へ
の
前

侵
の
企
図
を
伴
う
感
情
の
状
態
で
あ
る
。
時
代
と
の
闘
争
、
特
に
伝
統
に
対
す
る
反
抗
は
不
安
の
感
情
か
ら
切
離

さ
れ
ぬ
問
題
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
。」
我
が
国
に
お
い
て
も
事
情
は
一
般
的
に
は
異
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
も
不
安
が
与
え
ら
れ
た
現
実
に
対
す
る
憤
懣
、
伝
統
並
び
に
一
切
の
硬
化
に
対
す
る
反
抗
と
結
び
附
き
、

新
し
い
発
見
と
創
造
の
意
欲
に
伴
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
最
近
数
年
間
に
お
け
る
諸
現
象
を
親
切
に
観
察
す
る
と

き
お
の
ず
か
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
能
動
的
精
神
は
不
安
と
交
錯
し
て
存
在
し
続
け
た
の
で
あ
っ
て
、
今
日
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能
動
主
義
を
主
張
す
る
と
す
れ
ば
、
か
よ
う
な
事
実
を
認
め
、
そ
の
意
味
を
理
解
し
、
し
か
る
上
で
一
歩
前
進
を

企
て
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
先
ず
問
題
の
所
在
を
認
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
不
安
は
或
る
人
々
の
い

う
よ
う
に
簡
単
に
片
附
け
得
る
も
の
で
も
、
ま
た
如
何
な
る
代
償
を
払
っ
て
も
無
く
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
も

な
い
の
で
あ
る
。

い
ま
我
々
の
眼
に
映
ず
る
限
り
、
今
日
の
能
動
主
義
は
し
ば
し
ば
あ
ま
り
に
無
雑
作
に
問
題
の
切
り
捨
て
を
行

う
傾
向
が
あ
る
。
し
か
る
に
実
を
い
う
と
、
問
題
を
容
易
に
切
り
捨
て
よ
う
と
欲
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
問
題
の
暴

力
的
な
切
り
捨
て
に
反
抗
す
る
と
こ
ろ
に
、
不
安
は
あ
る
の
で
あ
る
。
能
動
主
義
は
と
り
わ
け
文
学
に
お
い
て
社

会
性
を
主
張
し
て
い
る
。
今
日
の
真
面
目
な
、
良
心
的
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
で
、
そ
の
こ
と
自
体
に
異
議
を
挟

む
者
は
恐
ら
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
彼
等
の
間
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
思
想
は
常
識
化
し
て
い
る
。
不
安

は
何
処
に
あ
る
か
、
ベ
ル
ジ
ュ
の
い
わ
ゆ
る
思
想
の
相
剋
は
何
処
に
あ
る
の
か
。
も
し
マ
ル
ク
ス
主
義
が
全
く
の

虚
妄
で
あ
る
と
し
た
ら
不
安
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
今
日
の
青
年
は
、
能
動
主
義
者
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
攻
撃

で
も
し
よ
う
も
の
な
ら
、
こ
れ
を
自
分
で
マ
ル
ク
ス
主
義
的
見
地
か
ら
反
駁
し
て
み
た
い
衝
動
を
感
じ
る
ほ
ど
、

マ
ル
ク
ス
主
義
は
一
般
化
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
に
な
お
不
安
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
単
に
社
会
性
と
い
う
だ
け

で
は
割
り
切
れ
な
い
問
題
、
つ
ま
り
人
間
性
の
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
従
来
の
如
く
社
会
的
見
方
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行
動
的
人
間
に
つ
い
て

即
ち
客
観
的
見
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
限
り
、
人
間
性
の
問
題
は
ど
こ
ま
で
も
取
残
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
性
は
主
観
性
（
主
体
性
）
を
除
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
。
人
間
学
乃
至
人
性
論
が
こ

れ
ま
で
し
ば
し
ば
心
理
学
と
同
一
視
さ
れ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
我
々
は
人
間
学
の
か
よ
う
な
見
方
を
そ

の
ま
ま
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
人
間
が
単
に
外
的
人
間
で
な
く
、
ま
た
内
的
人
間
で
あ
る
こ
と
を

理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
常
の
談
話
に
お
い
て
も
人
間
と
い
う
語
は
絶
え
ず
二
重
の
意
味
に
語
ら
れ
て
い

る
。「
彼
の
行
為
は
い
か
に
も
よ
く
彼
の
人
間
を
現
す
」
な
ど
い
う
場
合
、
外
的
人
間
が
内
的
人
間
の
表
現
と
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
と
外
と
い
う
如
き
構
造
聯
関
の
存
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
表
現
に
つ
い
て
も
語
り

得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
我
々
の
想
い
起
す
よ
う
に
、
あ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
硬
化
と
停
頓
、
そ
し

て
い
わ
ゆ
る
文
芸
復
興
の
提
唱
以
来
、
特
に
不
安
論
に
お
い
て
、
絶
え
ず
中
心
的
な
問
題
に
な
っ
て
き
た
の
は
人

間
論
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
間
論
が
つ
ね
に
倫
理
の
問
題
と
結
び
附
い
て
考
察
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
我
々
の
主

体
的
生
存
の
問
題
を
根
柢
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
最
近
の
浪
漫
主
義
の
提
唱
に
し
て
も
主
観
性
の
解

放
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
き
現
象
は
ひ
と
つ
の
反
動
に
相
違
な
い
が
、
同
時
に
単
な
る
反
動
と

見
て
し
ま
う
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
能
動
的
な
精
神
は
そ
の
不
安
に
お
い
て

社
会
性
と
人
間
性
と
の
統
一
を
求
め
て
努
力
し
た
。
こ
の
探
究
は
「
新
し
い
人
間
性
の
発
見
」
と
い
う
方
式
で
現
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さ
れ
た
。「
人
間
と
い
う
も
の
は
、
長
い
間
、
永
久
に
、
発
見
す
べ
き
も
の
と
し
て
残
っ
て
お
り
、
将
来
に
お
い

て
も
ま
た
そ
う
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
ジ
ー
ド
の
言
葉
は
、
こ
の
場
合
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
掲
げ
ら
れ
得
た
で
あ
ろ

う
。
能
動
主
義
が
社
会
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
全
く
正
し
い
が
、
そ
れ
と
共
に
従
来
の
人
間
論
的
な
問
題
が
虚
構

で
あ
り
、
妄
想
で
あ
る
か
の
如
く
い
う
と
す
れ
ば
間
違
っ
て
い
る
。
問
題
の
核
心
が
我
々
の
主
体
的
生
存
に
関
し

て
い
た
こ
と
を
顧
み
な
い
で
、
た
ど
た
ど
し
い
知
識
階
級
論
で
マ
ル
ク
ス
主
義
の
客
観
論
と
争
お
う
と
し
て
も
恐

ら
く
満
足
な
結
果
は
望
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
能
動
的
精
神
の
能
動
性
が
主
体
性
の
問
題
を
離
れ
て
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
存
在
が
、
客
観
的
に
見
て
、
能
動
主
義
の
主
張
者
の
或
る

者
の
い
う
如
く
光
輝
あ
る
も
の
で
な
く
、
甚
だ
見
窄
ら
し
い
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
場
合
に
は
彼
等

は
彼
等
の
提
唱
を
や
め
る
で
あ
ろ
う
か
。
客
観
的
真
理
が
我
々
に
極
め
て
不
利
な
場
合
、
我
々
は
か
か
る
客
観
的

必
然
性
の
前
に
た
だ
立
停
り
、そ
れ
に
服
従
す
る
こ
と
を
も
っ
て
甘
ん
ず
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
我
々
は「
必

然
性
の
認
識
が
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
自
由
の
見
方
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ェ

ス
ト
フ
が
執
拗
に
問
い
続
け
た
の
も
常
に
か
く
の
如
き
種
類
の
問
題
で
あ
っ
た
。
不
安
の
時
期
に
お
け
る
根
本
問

題
の
ひ
と
つ
は
、
如
何
に
し
て
客
観
的
必
然
性
を
主
体
化
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
或
る
人
々
が
思
想

の
血
肉
化
或
い
は
思
想
の
人
間
化
と
い
っ
た
の
も
、
か
か
る
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
客
観
性
に
対
す
る
シ
ェ
ス
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行
動
的
人
間
に
つ
い
て

ト
フ
的
抗
争
も
、
そ
れ
を
通
じ
て
我
々
の
主
体
的
中
心
―
―
存
在
的
位
置

0

0

0

0

0

で
は
な
く
存
在
論
的
中
心

0

0

0

0

0

0

―
―
を
確
立

せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
も
は
や
観
念
論
的
な
理
想
主
義
で
自
分
を
操
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
人
間
に
は
こ
の

こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
不
安
の
人
間
が
立
直
っ
て
真
に
能
動
的
に
な
る
た
め
に
は
人
間
論
の
設
定
が

要
求
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。
か
く
し
て
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
い
わ
ゆ
る
行
動
主
義
の
人
々
は
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス

に
し
て
も
、
グ
ラ
ッ
セ
に
し
て
も
、
い
ず
れ
も
新
し
い
人
間
論
を
企
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

不
安
の
時
期
は
フ
ラ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
人
格
の
分
解
の
時
期
と
し
て
特
徴
附
け
ら
れ
た
。
そ

こ
で
再
建
の
問
題
は
、
い
か
に
し
て
人
格
の
統
一
を
回
復
す
る
か
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
人
間
は
内

的
と
外
的
と
い
う
如
き
二
重
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
の
解
決
は
か
か
る
二
重
性
の
統
一
点
の

発
見
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
の
人
間
論
は
こ
の
発
見
を
中
心
と
し
て
い

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
私
に
興
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
彼
が
「
人
格
」（
ペ
ル
ソ
ナ
リ
テ
）

を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
「
人
物
」（
ペ
ル
ソ
ナ
ー
ジ
ュ
）
即
ち
創
作
に
お
け
る
人
間
の
考
察
か
ら
出
立
し
た
こ

と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
―
―
と
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
は
い
う
、
―
―
世
間
は
人
物
を
先
ず
彼

の
外
的
行
為
に
よ
っ
て
知
り
、
そ
の
人
物
は
先
ず
彼
の
内
部
生
活
の
様
態
に
よ
っ
て
自
分
を
知
る
と
い
う
こ
と
、

し
か
る
に
彼
の
現
実
性
（
レ
ア
リ
テ
）
は
彼
の
行
為
に
よ
っ
て
も
、
彼
の
内
面
的
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
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が
互
い
に
分
離
さ
れ
て
い
る
限
り
、
完
全
に
表
現
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
現
実
性
は
い
わ
ば
両
者

の
媒
介
も
し
く
は
両
者
の
組
立
の
結
果
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
組
立
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
観
客
の
誤
と
役
者
の

誤
と
を
互
い
に
相
殺
し
得
る
よ
う
な
或
る
理
想
的
な
場
所
に
座
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
役
者
は

つ
ね
に
多
か
れ
少
な
か
れ
彼
の
感
情
に
よ
っ
て
欺
か
れ
、
観
客
は
先
ず
彼
の
眼
に
映
る
外
的
行
為
に
よ
っ
て
多
か

れ
少
な
か
れ
騙
さ
れ
る
か
ら
。
と
こ
ろ
で
ま
さ
に
小
説
家
は
彼
が
小
説
家
で
あ
る
限
り
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た

も
の
と
前
提
す
る
。
小
説
家
は
我
々
に
、
役
者
の
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
意
見
及
び
観
客
の
役
者
に
つ
い
て
の
意

見
と
共
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
か
ら
組
立
て
ら
れ
た
第
三
の
意
見
を
伝
え
る
。
こ
の
第
三
の
意
見
は
決
し
て
余

計
に
附
け
加
え
ら
れ
た
判
断
で
な
く
て
、
創
造
の
行
為
そ
の
も
の
、
人
物
の
本
源
的
行
動
で
あ
る
。
小
説
の
人
物

は
、
彼
の
内
部
生
活
と
外
に
見
ら
れ
る
生
活
と
の
間
に
一
致
が
存
在
し
な
い
以
上
、
存
在
し
な
い
。
真
の
小
説
家

は
こ
の
よ
う
な
一
致
を
本
能
的
に
打
ち
建
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
は
か
よ
う
に
考
え
て
、
そ
こ

か
ら
、
人
格
に
関
し
て
も
、
人
間
の
存
在
の
両
面
、
外
部
と
内
部
と
を
同
時
に
見
得
る
一
つ
の
観
点
、
い
わ
ば
「
小

説
的
な
観
点
」
が
存
在
す
る
と
論
結
す
る
。
人
間
は
内
部
か
ら
自
分
を
知
る
故
に
彼
の
行
為
は
彼
の
眼
を
脱
れ
る

し
、
他
方
彼
の
行
為
は
こ
れ
を
予
見
し
得
る
こ
と
な
し
に
彼
か
ら
生
れ
る
。
し
か
る
に
も
し
彼
が
自
分
に
ひ
と
つ

の
仮
構
的
な
行
為
を
組
立
て
る
な
ら
、
も
し
彼
が
彼
の
あ
ろ
う
と
欲
す
る
人
間
を
模
倣
す
る
な
ら
、
そ
の
と
き
に
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行
動
的
人
間
に
つ
い
て

は
彼
は
彼
の
行
為
を
支
配
し
、
こ
れ
に
命
令
し
、
ま
た
内
的
感
覚
の
誤
を
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
は
、
か
く
の
如
く
人
間
を
全
体
的
に
統
一
的
に
掴
み
得
る
観
点
は
、
行
動
の
観
点

以
外
の
も
の
で
な
い
と
考
え
る
。「
こ
の
行
動
の
観
点
は
個
的
人
間
を
彼
の
全
体
に
お
い
て
と
同
時
に
彼
の
独
自

な
現
実
性
に
お
い
て
統
覚
し
得
る
唯
一
の
観
点
で
あ
る
」
と
い
う
彼
の
言
葉
は
、
今
日
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い

る
。
彼
は
か
か
る
見
解
の
支
持
を
古
典
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
求
め
、
そ
し
て
例
え
ば
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
プ
ル

ー
ス
ト
と
を
比
較
し
て
、
後
者
は
人
格
を
諸
要
素
と
そ
の
諸
機
能
に
分
解
す
る
に
反
し
、
前
者
は
こ
れ
ら
の
諸
要

素
を
、
も
ち
ろ
ん
何
等
か
の
予
想
さ
れ
た
観
念
を
も
っ
て
で
な
し
に
、
構
成
し
整
頓
す
る
と
述
べ
る
。
モ
ン
テ
ー

ニ
ュ
の
人
格
的
平
衡
は
、
彼
の
思
想
が
与
え
ら
れ
た
環
境
及
び
瞬
間
に
お
け
る
彼
の
可
能
な
る
行
為
の
知
性
化
で

あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
来
て
い
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
心
理
学
が
人
格
の
本
質
を
捉
え
得
な
い
理
由
は
、
生
活
を
行

わ
れ
つ
つ
あ
る
瞬
間
に
お
い
て
思
考
し
得
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
る
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
行
動
の
見
地
に
立
っ

て
い
た
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
が
行
動
と
い
う
の
は
、
全
く
実
現
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
言
い
換
え
る
と
、
主
体
か
ら

出
て
し
ま
っ
た
行
為
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
生
れ
つ
つ
あ
る
行
為
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
フ
ェ
ル
ナ
ン

デ
ス
は
か
か
る
行
為
を
外
に
現
れ
て
し
ま
っ
た
行
為
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
、リ
ッ
チ
ャ
ー
ヅ
の
語
を
借
り
て「
姿

勢
」（
ア
チ
テ
ュ
ー
ド
）
と
も
称
し
て
い
る
。
か
か
る
姿
勢
が
人
格
の
意
識
を
本
質
的
に
構
成
す
る
。
高
等
な
精
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神
生
活
は
刺
戟
に
対
す
る
直
接
的
な
反
射
で
な
く
、
そ
こ
に
つ
ね
に
刺
戟
と
反
応
と
の
間
に
不
定
な
複
雑
な
活
動

が
多
か
れ
少
な
か
れ
介
入
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
生
れ
つ
つ
あ
る
行
為
を
、
従
っ
て
姿
勢
を
意
識
し
、

思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
姿
勢
と
は
、
我
々
を
し
て
ひ
と
つ
の
心
的
状
態
に
つ
い
て
裏
か
ら
は
感
情
的
な
面
、

表
か
ら
は
能
動
的
な
面
を
同
時
に
意
識
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
内
面
的
運
動
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
人

格
と
は
、
一
定
の
心
的
観
点
が
選
ば
れ
て
、
自
己
自
身
の
「
諸
姿
勢
の
弁
証
法
」
を
連
続
的
に
打
ち
建
て
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
真
に
人
格
的
な
思
想
は
、
諸
姿
勢
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

未
来
へ
向
っ
て
侵
入
す
る
活
動
性
を
孕
む
。
心
理
的
過
去
に
関
し
て
は
、
主
体
は
、
そ
れ
が
彼
の
諸
可
能
性
に
つ

い
て
教
え
る
限
り
に
お
い
て
の
ほ
か
、
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
が
再
び
活
動
的
に
な
る
限
り
に
お
い
て
の
ほ
か
、

関
心
し
な
い
。」

い
ま
や
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
の
い
わ
ゆ
る
行
動
主
義
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
ほ
ぼ
明
瞭
に
な
っ
た
と
思

う
。
彼
に
よ
る
と
、
人
格
の
本
質
は
統
一
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
全
体
性
へ
の
傾
向
で
あ
る
。
か
か
る
統
一
は
知

性
を
俟
っ
て
形
作
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
決
し
て
単
に
認
識
の
見
地
に
お
け
る
も
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
行

動
の
見
地
こ
そ
は
じ
め
て
人
間
を
彼
の
全
体
と
独
自
の
現
実
性
と
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
。

尤
も
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
の
い
う
行
動
は
、
姿
勢
（
ア
チ
テ
ュ
ー
ド
）
と
も
い
わ
れ
る
如
く
、
普
通
に
考
え
ら
れ
る
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行
動
的
人
間
に
つ
い
て

行
為
の
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
外
面
化
が
普
通
に
考
え
ら
れ
る
行
為
と
な
る
よ
う
な
内
面
的
運
動
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
行
為
を
そ
の
本
来
の
意
味
に
従
っ
て
主
体
的
に
捉
え
よ
う
と
い
う
正
当
な
理
由
を

含
ん
で
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
単
な
る
客
観
主
義
の
立
場
に
お
い
て
は
、
行
為
は
結
局
、
既
に
実
現
さ

れ
て
し
ま
っ
た
も
の
、
既
に
主
体
か
ら
出
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て
、
従
っ
て
も
は
や
行
為
と
し
て
で
は
な
く
、

単
に
対
象
0

0

と
し
て
考
察
さ
れ
る
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
の
行
動
の
観
念
は
た
し
か

に
重
要
で
あ
る
が
、
た
だ
、
そ
こ
に
完
全
な
現
実
性
を
見
る
こ
と
は
、
彼
の
如
く
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
内
在
論
的
前
提

の
上
に
立
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
同
時
に
我
々
の
最
も
疑
問

と
す
る
と
こ
ろ
も
こ
の
点
に
関
し
て
い
る
。
い
な
、
人
間
的
行
為
は
単
な
る
内
在
論
の
立
場
に
お
い
て
は
現
実
的

に
考
え
ら
れ
な
い
。
超
越
の
概
念
な
く
し
て
行
為
の
概
念
は
あ
り
得
な
い
。
敢
え
て
い
う
な
ら
ば
、
現
代
の
リ
ア

リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
は
内
在
論
が
破
れ
た
と
こ
ろ
に
発
足
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
最
近
の
不
安
と
い
う
も
の
も
、

同
様
に
そ
れ
が
破
れ
た
と
こ
ろ
に
、
も
し
く
は
破
れ
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
も
は
や
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
を
含
め
て
の
従
来
の
「
生
の
哲
学
」
の
内
在
論
的
立
場
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ

ス
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
比
較
し
て
知
性
に
よ
り
重
要
な
意
義
を
認
め
た
こ
と
は
正
し
い
に
し
て
も
、
な
お
意
識
哲
学

的
な
内
在
論
を
脱
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
同
じ
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。



四
二
四

し
か
し
私
に
と
っ
て
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
が
人
格
（
ペ
ル

ソ
ナ
リ
テ
）
の
考
察
に
あ
た
っ
て
創
作
に
お
け
る
人
物
（
ペ
ル
ソ
ナ
ー
ジ
ュ
）
の
考
察
を
手
懸
り
に
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
先
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
、
ち
ょ
う
ど
小
説
家
が
人
物
を
構
成
す
る
場
合
の
よ
う
に
、

彼
の
存
在
の
両
面
、
即
ち
客
観
的
象
面
と
主
観
的
象
面
と
を
同
時
に
見
渡
し
得
る
観
点
、
い
わ
ば
「
小
説
的
な
観

点
」
―
―
し
か
も
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
行
動
の
観
点
で
あ
っ
た
―
―
に
立
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
大
切
で
も
あ

る
と
い
う
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
の
思
想
は
疑
い
も
な
く
重
要
で
あ
る
。
た
だ
遺
憾
な
が
ら
彼
は
彼
の
す
ぐ
れ
た
思
い

附
き
か
ら
導
き
出
さ
れ
得
る
す
べ
て
の
必
要
な
帰
結
を
導
き
出
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
す
で
に
人
物
と
い
う
以

上
、
役
割
に
お
け
る
人
間

0

0

0

0

0

0

0

0

の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
人
間
は
ペ
ル
ソ
ナ
ー
ジ
ュ
と
し
て
決
し
て
単
な
る
個
人
で
な

く
、
つ
ね
に
他
に
対
し
、
他
と
の
関
係
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
演
ず
る
人
間
で
あ
る
。
人
間
を
ペ
ル
ソ
ナ
ー
ジ

ュ
と
し
て
限
定
す
る
こ
と
は
、
彼
を
社
会
的
に
、
社
会
的
役
割
に
お
い
て
限
定
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

世
界
歴
史
は
し
ば
し
ば
大
舞
台
に
お
い
て
演
ぜ
ら
れ
る
大
き
な
芝
居
に
譬
え
ら
れ
た
。
各
人
は
そ
こ
に
お
い
て
そ

れ
ぞ
れ
の
役
割
を
演
ず
る
役
者
（
ペ
ル
ソ
ナ
ー
ジ
ュ
）
で
あ
る
。
今
日
我
が
国
の
能
動
主
義
者
が
知
識
階
級
の
問

題
を
論
じ
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
役
割
に
お
け
る
人
間
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
問
題
は
、
そ

の
よ
う
な
役
割
は
い
っ
た
い
誰
が
書
く
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
既
に
予
め
、例
え
ば
「
時
代
精
神
」
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行
動
的
人
間
に
つ
い
て

に
よ
っ
て
、
歴
史
的
必
然
性
に
よ
っ
て
、
客
観
的
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
た
だ
そ
れ
を
演
ず
る

だ
け
で
あ
る
の
か
、
―
―
再
び
シ
ェ
ス
ト
フ
的
問
題
―
―
そ
れ
と
も
我
々
自
身
が
創
作
家
で
あ
っ
て
、
自
分
の
役

割
を
み
ず
か
ら
書
き
得
る
の
で
あ
る
か
。
行
動
主
義
の
本
来
の
精
神
か
ら
い
う
と
、
我
々
自
身
が
創
作
家
で
あ
り

得
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
問
題
も
か
よ
う
な
立
場
か
ら
論
ぜ
ら
る
べ

き
で
あ
っ
て
、
単
に
歴
史
の
必
然
性
に
従
う
と
い
う
よ
う
な
告
白
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
あ
ら
ゆ

る
人
間
は
多
か
れ
少
な
か
れ
小
説
家
で
あ
る
。
た
だ
彼
等
は
し
ば
し
ば
悪
し
き
小
説
家
で
あ
る
。
彼
等
は
彼
等
の

行
為
に
お
い
て
彼
等
が
悪
し
き
小
説
家
と
し
て
空
想
的
に
作
り
上
げ
た
人
物
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
破
滅
す

る
。
ま
た
人
間
は
絶
え
ず
創
造
的
に
行
為
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
彼
等
は
多
く
の
場
合
既
に
あ
る
人
物
を
模
倣

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
今
日
の
不
安
は
、
こ
の
よ
う
に
自
明
な
も
の
と
し
て
我
々
の
模
倣
し
得
る
人

間
の
タ
イ
プ
が
も
は
や
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
不
安
は
、
我
々
が
単
に
客
観
的
に
書
い
て

与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
役
割
に
服
し
て
、
た
だ
そ
れ
を
演
ず
る
だ
け
に
満
足
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
か
く
て

我
々
が
自
分
を
単
に
役
割
に
お
け
る
人
間

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
み
考
え
る
こ
と
に
安
ん
じ
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
。

た
し
か
に
人
間
は
単
に
ペ
ル
ソ
ナ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
の
み
で
は
な
い
。
人
格
の
本
質
は
役
割
に
お
け
る
人
間
と
い
う

こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
ペ
ル
ソ
ナ
リ
テ
は
ペ
ル
ソ
ナ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
こ
と
を
除
い
て
は
考
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え
ら
れ
な
い
。
両
者
の
統
一
が
問
題
で
あ
り
、
こ
の
問
題
の
解
決
は
人
間
が
創
作
家
と
し
て
自
己
の
役
割
を
書
き

得
る
こ
と
、
し
か
も
こ
の
創
作
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
す
る
。
現
代
的
不
安
は
か
か
る
創
造
の
問

題
に
面
接
し
て
い
る
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
が
「
小
説
的
な
観
点
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
構
想
力
の
論
理

0

0

0

0

0

0

と
い

う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
の
精
神
が
特
に
重
要
な
問
題
と
し
て
人
間
論
そ
の
も
の
に
関
係
し

て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
も
こ
の
故
で
あ
る
。

今
日
我
が
国
に
お
い
て
能
動
主
義
者
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
役
割
に
お
け
る
人
間
で
あ
る
。
そ
れ

は
嘗
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
い
て
主
題
の
積
極
性
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
力
説
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
現
在
こ
の
問
題
は
立
入
っ
て
考
え
る
と
、
か
な
り
複
雑
な
事
情
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第

一
に
、
能
動
主
義
に
よ
っ
て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
ペ
ル
ソ
ナ
ー
ジ
ュ
（
役
割
に
お
け
る
人
間
）
は
、
少
な
く
と
も

マ
ル
ク
ス
主
義
的
に
い
う
と
、
光
輝
あ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
は
な
く
、
や
や
見
窄
ら
し
い
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ

ャ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
第
二
に
、
い
わ
ゆ
る
「
文
芸
復
興
」
以
来
、
不
安
の
現
象
の
う
ち
に
は
、

多
く
の
人
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
我
が
国
の
伝
統
的
な
文
学
へ
の
接
近
の
傾
向
が
現
れ
た
。
こ
の
文
学
の
特
色
は

日
常
性
へ
の
順
応
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
反
動
で
あ
ろ
う
し
ま
た
能
動
的
な
精
神
は
そ
の
不
安

に
お
い
て
か
か
る
日
常
性
へ
の
抗
争
を
続
け
て
き
た
。
能
動
主
義
者
が
日
常
性
の
文
学
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
反
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行
動
的
人
間
に
つ
い
て

対
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
適
切
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
ま
た
無
雑
作
に
切
り
捨
て
る
こ
と
の
で
き
ぬ
問
題
が
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
今
日
の
不
安
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
あ
の
伝
統
的
な
文
学
の
傾
向

を
芸
術
至
上
主
義
で
あ
る
か
の
如
く
い
っ
て
攻
撃
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
単
純
に
過
ぎ
る
。
む
し
ろ
日
本
の
文
学

の
伝
統
の
う
ち
に
は
芸
術
至
上
主
義
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら

芸
術
至
上
主
義
は
根
本
に
お
い
て
文
化
主
義
の
一
種
、
そ
の
極
端
な
場
合
で
あ
り
、
し
か
る
に
古
来
東
洋
思
想
の

根
柢
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
全
く
特
殊
な
意
味
に
お
け
る
自
然
主
義
は
、そ
れ
と
は
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
芸
術
と
生
活
と
は
密
接
に
結
び
附
い
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
そ
の
生
活
と
し
て
は
、
か

か
る
自
然
主
義
的
哲
学
及
び
倫
理
に
基
づ
い
て
日
常
性

0

0

0

が
尊
重
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
こ
こ

で
は
歴
史
的
な
見
方
、
一
層
厳
密
に
い
う
と
世
界
歴
史
性

0

0

0

0

0

の
思
想
が
乏
し
か
っ
た
。
日
常
性
の
思
想
と
世
界
歴
史

性
の
思
想
と
は
或
る
仕
方
で
対
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
対
立
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
及
び

文
学
と
ド
イ
ツ
の
哲
学
及
び
文
学
と
の
間
の
一
般
的
差
異
を
特
徴
附
け
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
例
え
ば
モ
ン
テ
ー

ニ
ュ
と
レ
ッ
シ
ン
グ
と
を
比
較
し
て
み
る
と
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
エ
レ
ン
ブ
ル
ク
の
如
き
も
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
の

代
表
的
作
品
の
主
人
公
が
多
く
日
常
的
人
間
で
あ
る
に
反
し
て
、
ド
イ
ツ
文
学
の
そ
れ
は
多
く
世
界
歴
史
的
人
物

で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
い
わ
ゆ
る
歴
史
哲
学
は
特
に
ド
イ
ツ
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
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合
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
は
主
と
し
て
文
化
主
義
的
な
世
界
歴
史
性
の
思
想
で
あ
る
。
し
か
る
に
フ
ラ
ン
ス
特
有

の
モ
ラ
リ
ス
ト
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
主
と
し
て
日
常
性
で
あ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
た
マ
ル
ク

ス
主
義
の
流
入
以
来
、
世
界
歴
史
性
の
思
想
が
一
般
化
し
た
。
と
こ
ろ
で
人
間
を
役
割
に
お
け
る
人
間
と
し
て
見

る
こ
と
は
、
か
か
る
地
盤
に
お
い
て
は
、
お
の
ず
か
ら
世
界
歴
史
性
の
見
地
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
日

常
性
に
お
け
る
人
間
が
ペ
ル
ソ
ナ
ー
ジ
ュ
で
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
人
間
は
本
来
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
限

り
、
つ
ね
に
役
割
に
お
け
る
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
現
在
能
動
主
義
者
が
知
識
階
級
の
積
極
性
に
つ
い

て
論
ず
る
場
合
、
そ
の
役
割
は
世
界
歴
史
性
の
見
地
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
一
般
的
に
い
っ
て
、
我

が
国
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
は
今
日
、
世
界
歴
史
性
の
思
想
に
対
し
て
、
そ
れ
と
結
び
附
い
て
い
る
文
化
主
義
に

対
し
て
も
政
治
主
義
に
対
し
て
も
、
懐
疑
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
そ
こ
に
は
政
治
に

対
す
る
失
望
が
あ
る
。
こ
の
不
安
に
お
い
て
人
々
は
お
の
ず
か
ら
日
常
性
へ
引
き
戻
さ
れ
、
し
か
も
そ
こ
に
留
ま

り
得
な
い
と
こ
ろ
に
新
た
に
不
安
が
生
れ
る
。
か
よ
う
に
し
て
今
日
の
問
題
は
、
日
常
性
と
世
界
歴
史
性
と
の
聯

関
を
正
し
く
設
定
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
従
来
な
さ
れ
た
よ
う
に
日
常
性
を
一
面
的

に
世
界
歴
史
性
の
見
地
か
ら
批
判
し
評
価
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
日
常
性
そ
の
も
の
の
う
ち
に
よ
り
深
い

意
味
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
歴
史
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
歴
史
性
の
概
念
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行
動
的
人
間
に
つ
い
て

は
も
は
や
従
来
の
歴
史
論
の
基
礎
を
な
し
た
世
界
歴
史
性
の
概
念
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
新
た
に
歴
史
0

0

性0

の
概
念
を
確
立
し
て
、
そ
の
根
柢
に
お
い
て
世
界
歴
史
性

0

0

0

0

0

と
日
常
性

0

0

0

と
を
統
一
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
こ

の
歴
史
性
の
概
念
は
い
わ
ば
歴
史
と
自
然
と
を
綜
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
意
味

に
お
い
て
こ
の
頃
私
は
自
然
弁
証
法
の
思
想
に
対
し
て
、
ま
た
特
に
ゲ
ー
テ
の
自
然
哲
学
に
対
し
て
、
新
た
に
興

味
を
覚
え
て
い
る
。と
こ
ろ
で
歴
史
性
の
問
題
が
い
わ
ば
歴
史
と
自
然
と
の
綜
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、

歴
史
の
論
理
が
単
な
る
悟
性
の
論
理
は
も
ち
ろ
ん
単
な
る
理
性
の
論
理
で
も
な
く
、
構
想
力
の
論
理
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
理
由
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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一

私
が
直
接
に
考
え
て
み
た
い
の
は
文
学
の
思
想
性
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
こ
こ
に
芸
術
の
思
想
性
と
い

う
一
般
的
な
表
題
を
故
意
に
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。
と
い
う
の
は
、
過
去
数
年
に
お
い
て
屡
々
論
ぜ
ら
れ
、
そ
し

て
今
日
で
は
多
く
の
人
々
が
そ
れ
に
対
し
て
若
干
疑
惑
的
に
さ
え
な
っ
て
い
る
文
学
の
思
想
性
の
問
題
を
新
た
に

取
上
げ
、
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
を
或
る
程
度
一
般
芸
術
論
に
関
係
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
お
よ
そ
一
般
芸
術
論
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
も
と
で
一
般
と
特
殊
と
の
関
係
に
従
っ
て
文

学
を
論
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
近
年
我
が
国
の
文
壇
に
お
い
て
は
殆
ど
季
節
は
ず
れ
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
も
文
学
的
な
、あ
ま
り
に
文
学
的
な
文
学
論
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
芸
術
論
の
位
置
を
占
め
て
い
た
美
学
が
次
第
に
無
力
な
も
の
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
に
、
そ
の
一
つ
の
重
要
な
原
因
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
美
学
の
こ
の
よ
う
な
無
力
化
は
、
美
学
が
形

式
的
抽
象
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
き
、
ま
た
後
の
こ
と
は
美
学
が
従
来
主
と
し
て
哲
学
者
に
よ
っ
て
叙
述
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術
の
思
想
性
に
つ
い
て

さ
れ
た
と
い
う
伝
統
の
影
響
に
も
依
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
哲
学
者
が
自
己
の
体
系
の
一
部
と
し
て
美
学
を
展

開
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
身
何
等
反
対
さ
る
べ
き
こ
と
で
な
く
、
彼
の
自
由
な
権
利
で
あ
る
と
共
に
彼
の
義
務
で
さ

え
あ
る
。
問
題
は
根
本
的
に
は
そ
の
哲
学
そ
の
も
の
の
性
質
に
、
従
っ
て
ま
た
美
学
そ
の
も
の
の
性
質
に
あ
る
。

美
学
は
現
実
に
存
在
す
る
諸
芸
術
と
の
具
体
的
な
内
面
的
な
聯
関
を
含
む
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
或
る
人
々
は
、
美
学
は
一
般
に
芸
術
論
の
理
念
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
主
張
の
う
ち
に
は
我
々
も
賛
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
有
力
な
論
拠
が
あ
る
。い
ま
そ
の
一
二
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

先
ず
、
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
ゴ
シ
ッ
ク
芸
術
の
形
式
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
美
学
と
云
わ
れ
る
も

の
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
い
う
特
定
の
様
式
の
芸
術
を
基
礎
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
も
っ
て
他

の
様
式
の
芸
術
を
律
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
美
の
概
念
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
芸
術
の
現
象
の
前
提

と
し
て
考
え
ら
れ
、
美
学
は
、
そ
の
研
究
方
法
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
か
よ
う
な
美
の
概

念
を
定
義
す
る
こ
と
に
の
み
努
力
し
て
来
た
。
し
か
る
に
例
え
ば
ゴ
シ
ッ
ク
芸
術
の
真
の
偉
大
さ
は
、
美
の
概
念

に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
普
通
の
芸
術
観
念
と
何
等
関
わ
り
あ
る
も
の
で
な
く
、
ゴ
シ
ッ
ク
的
価
値
を
現
す
も
の

と
し
て
美
の
概
念
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
却
っ
て
混
乱
を
若
き
起
す
こ
と
に
な
る
、
と
彼
は
云
っ
て
い
る
。
ひ
と

は
多
分
同
様
の
こ
と
を
東
洋
の
芸
術
に
つ
い
て
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
美
学
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
芸
術
と
は
全
く
異



四
三
二

な
る
前
提
の
上
に
立
つ
芸
術
上
の
諸
事
実
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
越
権
と
な
り
、
害
悪
と
な
る
。
従
っ
て

客
観
的
な
芸
術
理
論
は
従
来
の
美
学
か
ら
自
己
を
決
定
的
に
分
離
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は

論
じ
た
。
次
に
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
見
解
で
あ
る
。
彼
は
、
従
来
の
美
学
の
根
本
概
念
で
あ

っ
た
美
の
代
り
に
真
理
の
概
念
を
、正
確
に
云
え
ば
芸
術
的
真
理
の
概
念
を
芸
術
理
論
の
中
心
に
置
こ
う
と
し
た
。

芸
術
の
あ
ら
ゆ
る
考
察
、
あ
ら
ゆ
る
理
解
、
あ
ら
ゆ
る
評
価
に
と
っ
て
方
向
を
定
め
る
中
心
点
は
芸
術
的
真
理
の

概
念
で
あ
る
。
芸
術
的
真
理
に
お
け
る
実
質
の
み
が
芸
術
作
品
の
永
続
的
価
値
を
決
定
す
る
。
す
べ
て
の
他
の
性

質
、
従
っ
て
美
の
如
き
も
副
次
的
で
あ
っ
て
、
作
品
の
一
時
的
効
果
を
基
礎
付
け
る
に
過
ぎ
な
い
。
作
品
享
受
に

お
け
る
心
理
的
効
果
か
ら
云
え
ば
、
美
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
作
品
生
産
に
お
け
る
芸
術
的
活
動
そ

の
も
の
か
ら
見
れ
ば
、
美
で
な
く
て
真
が
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
考
え
た
。
こ
れ
ま
で
の

美
の
概
念
及
び
美
学
に
対
し
て
な
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
批
評
の
う
ち
に
は
確
か
に
正
し
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
直
ち
に
美
学
そ
の
も
の
の
否
定
と
は
な
り
得
な
い
。
確
か
に
美
学
は
ク
ラ
シ
ッ
ク

芸
術
の
み
を
根
拠
と
し
て
理
論
を
形
成
し
た
従
来
の
態
度
を
改
め
、
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
多
種
多
様
な
芸
術
様

式
の
領
域
へ
視
野
を
拡
大
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は
従
来
の
美
の
概
念
を
芸
術
的
真
理
の
概
念

に
よ
っ
て
訂
正
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
特
に
そ
れ
は
芸
術
を
享
受
や
理
解
の
方
面
か
ら
で
な
く
、
創
作
活
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術
の
思
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に
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い
て

動
そ
の
も
の
の
立
場
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
も
一
般
芸
術
論
と
し

て
の
美
学
の
不
必
要
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
美
学
の
原
語
エ
ス
セ
チ
ッ
ク
ス
が
も
と
感
覚
論
と
い
う
意
味

を
具
え
て
い
る
よ
う
に
、
感
覚
性
、
具
象
性
は
芸
術
に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
も
本
質
的
な
要
素
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

私
は
こ
こ
で
、
今
日
に
お
い
て
は
既
に
か
な
り
古
い
歴
史
を
有
す
る
「
美
学
か
芸
術
学
か
」
と
い
う
論
争
に
立
入

ろ
う
と
は
思
わ
な
い
。
名
称
の
争
い
は
結
局
実
質
の
争
い
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
も
し
ひ
と
が
美
学
及
び
芸

術
学
の
い
ず
れ
の
名
称
を
も
避
け
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
十
八
世
紀
に
お
い
て
そ
の
後
の
美
学
を
実
質
的

に
先
取
し
て
い
た
批
評
乃
至
批
評
学
即
ち
ク
リ
チ
シ
ズ
ム
と
い
う
名
称
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
も
か

く
科
学
、
哲
学
、
そ
の
他
の
文
化
領
域
に
対
立
し
て
、
相
互
の
内
的
親
縁
性
の
故
に
等
し
く
芸
術
と
呼
ば
れ
る
領

域
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
美
学
、
芸
術
学
或
い
は
批
評
学
と
、
ど
の
よ
う
な
名
称
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
に
し
て

も
、
一
般
芸
術
論
が
存
在
し
得
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
文
学
は
云
う
ま
で
も
な
く
芸
術
の
一
つ
の
種
類
で
あ

り
、
従
っ
て
文
学
論
は
一
般
芸
術
論
に
対
し
て
特
殊
と
一
般
と
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
関
係
の
自
覚

に
基
づ
く
文
学
論
が
、
現
在
文
学
論
が
文
学
的
に
、
あ
ま
り
に
文
学
的
に
な
っ
て
い
る
場
合
、
特
に
必
要
な
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
文
学
論
は
一
層
広
い
展
望
を
持
ち
、
そ
の
姉
妹
芸
術
か
ら
新
し
い
光
を
得
る

こ
と
も
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
の
み
で
な
く
、
我
々
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
芸
術
論
そ
の
も
の
に
し
て
も
更
に
広
い
聯
関
の
う
ち
に
お
い

て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
ポ
イ
エ
シ
ス
（
制
作
）
と
い
う
語
の
も
と
に
単
に
今
日
の
詩
、
ま

た
芸
術
ば
か
り
で
な
く
、
職
人
の
工
芸
的
制
作
的
活
動
を
含
め
て
理
解
し
、
こ
れ
ら
は
凡
て
テ
ク
ネ
（
技
術
）
に

関
わ
る
も
の
と
見
ら
れ
た
。
技
術
論
は
確
か
に
芸
術
の
問
題
に
と
っ
て
、こ
れ
を
制
作
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
き
、

従
来
の
美
学
や
趣
味
批
評
に
お
い
て
云
わ
れ
た
よ
り
も
遥
か
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
芸
術
論
が
包
括
的

な
技
術
論
の
一
部
と
し
て
そ
の
見
地
か
ら
取
扱
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

で
ポ
イ
エ
シ
ス
（
制
作
）
は
す
べ
て
表
現
活
動
で
あ
る
。
芸
術
が
表
現
で
あ
る
こ
と
は
殆
ど
異
論
な
し
に
認
め
ら

れ
て
い
る
が
、
ひ
と
り
芸
術
的
活
動
の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
ポ
イ
エ
シ
ス
が
表
現
活
動
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

そ
し
て
他
方
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
の
云
っ
た
如
く
、
芸
術
は
も
と
よ
り
凡
て
の
歴
史
的
現
実
が
表
現
と
考
え
ら
れ
る

と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
行
為
は
ポ
イ
エ
シ
ス
の
、
言
い
換
え
れ
ば
表
現
活
動
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
た
芸
術
論
は
、
一
般
に
表
現
活
動
の
意
味
を
含
む
歴
史
的
行
為
に
関
す

る
理
論
の
中
で
、
そ
の
一
般
性
に
お
い
て
と
共
に
そ
の
特
殊
性
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

す
で
に
文
学
内
部
に
お
い
て
近
年
漸
く
著
し
い
地
方
主
義
、
即
ち
詩
と
小
説
と
、
小
説
と
劇
と
、
地
方
的
に
分

離
し
て
い
る
状
態
が
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
文
学
と
他
の
諸
芸
術
と
の
間
に
お
け
る
同
様
の
地
方



四
三
五

芸
術
の
思
想
性
に
つ
い
て

主
義
が
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
今
日
無
力
に
な
っ
て
い
る
美
学
な
い
し
一
般
芸
術
学
が

自
己
の
原
理
を
新
た
に
確
立
し
て
現
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
実
に
、
芸
術
の
思
想
性
の
要
求
も
、

そ
の
よ
う
な
地
方
主
義
の
克
服
に
対
す
る
要
求
の
一
つ
の
場
合
も
し
く
は
一
つ
の
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
簡
単

に
云
え
ば
、
文
学
ま
た
芸
術
へ
の
哲
学
的
普
遍
的
精
神
の
滲
透
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
も
か
よ
う
な
哲
学
的
精
神

は
歴
史
的
行
為
の
哲
学
の
上
に
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

二

右
に
述
べ
た
意
味
で
の
哲
学
的
精
神
を
善
か
れ
悪
し
か
れ
持
っ
て
い
た
の
は
、
嘗
て
の
華
や
か
な
時
代
に
お
け

る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
あ
っ
た
。そ
の
と
き
ほ
ど
文
学
の
思
想
性
が
喧
し
く
論
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、

ま
た
そ
の
と
き
ほ
ど
文
学
と
他
の
諸
芸
術
と
の
間
の
統
一
性
、
連
帯
性
が
は
っ
き
り
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
な

か
っ
た
。
し
か
る
に
そ
の
後
外
的
並
び
に
内
的
事
情
の
た
め
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
正
常
な
発
展
が
頓
挫
す
る

と
共
に
、
文
学
の
思
想
性
の
問
題
は
次
第
に
後
方
に
退
き
、
こ
の
頃
で
は
作
品
批
評
な
ど
に
お
い
て
も
そ
の
点
に

触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
全
般
的
に
少
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
く
し
て
作
品
の
芸
術
性
と
思
想
性
と
は
無
関
係

な
、
む
し
ろ
乖
離
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
見
る
傾
向
が
無
意
識
の
間
に
せ
よ
次
第
に
支
配
的
に
な
っ
た
よ
う
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に
感
ぜ
ら
れ
る
。そ
こ
で
私
は
い
ま
そ
の
原
因
を
考
え
な
が
ら
文
学
の
思
想
性
の
問
題
を
再
び
提
出
し
て
み
た
い
。

以
前
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
は
、
そ
の
理
論
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
実
践
に
お
い
て
、
文
学
の
思
想
性

の
問
題
は
か
な
り
抽
象
的
な
、
従
っ
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
間
違
っ
た
仕
方
で
示
さ
れ
た
。
そ
の
印
象
が
遺
憾
な

が
ら
今
に
至
る
ま
で
、
文
学
の
思
想
性
を
語
る
場
合
、
多
く
の
読
者
の
脳
裡
に
再
生
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
当
時
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
は
小
説
の
代
り
に
政
治
論
文
を
書
き
、
純
文
学
の
代
り
に
善
玉
悪
玉
の
勧
善
懲
悪
の
文
学
を

作
る
、
な
ど
と
批
評
さ
れ
た
。
ひ
と
は
文
学
の
思
想
性
を
か
の
所
謂
教
育
詩
（
ポ
エ
ジ
ー
・
デ
ィ
ダ
ク
チ
ッ
ク
）

の
如
き
も
の
の
方
向
に
お
い
て
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
教
育
詩
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
時
に
は
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ

ウ
ス
ト
』
ま
で
も
含
め
て
理
解
さ
れ
る
所
謂
思
想
詩
と
は
区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
教
育
詩
に
お
い
て
関
心

さ
れ
る
の
は
文
学
で
あ
る
よ
り
も
教
義
で
あ
る
、
定
義
、
理
論
、
教
訓
で
あ
る
。
こ
の
種
の
文
学
は
古
く
か
ら
、

ギ
リ
シ
ア
語
で
も
、
ラ
テ
ン
語
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
そ
の
他
で
も
無
数
書
か
れ
た
。
し
か
し
た
だ
極
め
て
少
数
の

も
の
が
現
在
も
生
存
し
て
な
お
読
ま
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
。
ポ
ー
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
か
よ
う
な
教
育

詩
の
傑
作
と
し
て
残
り
得
た
の
は
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
物
の
本
性
に
つ
い
て
』
と
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
農
作

篇
』
の
二
つ
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
な
お
ボ
ア
ロ
ー
の
『
詩
学
』
を
加
え
得
る
の
み
で
あ
る
。
例
え
ば
ル
ク
レ
テ
ィ

ウ
ス
の
こ
の
有
名
な
詩
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
原
子
論
哲
学
の
説
明
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
最
も
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芸
術
の
思
想
性
に
つ
い
て

成
功
し
た
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
教
育
詩
的
作
品
は
最
高
の
文
学
に
属
す
る
と
は
云
わ
れ
な
い
。
作
家
は
科
学
的

論
文
が
よ
り
厳
密
に
、
よ
り
明
晰
に
述
べ
得
る
こ
と
を
、
よ
り
漠
然
と
、
よ
り
不
透
明
に
述
べ
る
た
め
に
文
学
的

形
式
を
採
る
こ
と
に
満
足
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
与
え
ら
れ
た
教
義
へ
の
科
学
的
忠
実
を
示
さ
ん
が
た
め
に
、
彼

の
自
由
、
彼
の
想
像
、
彼
の
感
情
を
犠
牲
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
選
択
は
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
文
学
の
思
想
性
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
そ
れ
が
と
も
す
れ
ば
教
育
詩
の
方
向
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
傾
向

が
あ
る
の
は
、
一
方
で
は
我
が
国
の
文
壇
に
お
い
て
真
に
思
想
的
な
す
ぐ
れ
た
作
品
が
現
に
存
在
し
な
い
と
い
う

こ
と
に
よ
る
と
云
わ
れ
る
と
共
に
、
他
方
で
は
文
学
の
表
現
手
段
で
あ
る
言
語
そ
の
も
の
の
特
性
、
分
り
易
く
云

え
ば
、
言
語
が
一
般
的
な
も
の
、
抽
象
的
な
も
の
を
現
す
に
適
し
て
い
て
、
科
学
や
哲
学
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
我
々
は
文
学
の
思
想
性
の
意
味
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
、
言
語
の
芸
術
で
あ
る
文
学
以
外
の
芸
術

に
お
い
て
も
思
想
性
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
存
在
す
る
と
す
れ
ば
何
処
に
存
在
す
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ

こ
に
も
確
か
に
思
想
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
他
の
種
類
の
芸
術
に
つ
い
て
も
、
古
典
主
義
、
浪
漫
主
義
、
自

然
主
義
、
象
徴
主
義
、
等
の
イ
ズ
ム
の
区
別
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
或
る
種
の
思
想
性
を
現
す
も
の
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
の
古
典
主
義
が
彼
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
に
影
響
さ
れ
た
と
い
う
が
如
き
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こ
と
は
、彫
刻
や
絵
画
な
ど
が
特
殊
な
仕
方
で
思
想
性
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
も
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
ド
ヴ
ル
シ
ャ
ッ
ク
が
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
と
ス
コ
ラ
哲
学
と
の
間
に
ス
タ
イ
ル
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
指
摘
し
た
こ
と

も
同
様
に
造
形
美
術
の
有
す
る
或
る
種
の
思
想
性
を
現
す
も
の
と
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
造
形
美
術
に
お
け

る
か
よ
う
な
思
想
性
は
も
と
よ
り
言
語
に
よ
っ
て
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
思
想
性

は
ど
こ
に
根
源
的
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
。
ロ
ダ
ン
は
グ
セ
ル
と
の
対
話
の
中
で
云
っ
て
い
る
、「
な
お
ま
た
、

真
の
芸
術
家
が
巧
者
な
職
人
で
あ
る
こ
と
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
、
知
性
は
彼
等
に
必
要
で
な
い
と
考
え
る
の

は
、
変
な
間
違
い
だ
。
反
対
に
、
精
神
的
抱
負
を
少
し
も
持
た
な
い
で
眼
を
喜
ば
せ
る
こ
と
し
か
目
的
と
し
て
い

な
い
よ
う
に
見
え
る
像
を
描
き
或
い
は
刻
む
た
め
に
さ
え
、
知
性
は
彼
等
に
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。

善
い
彫
刻
家
が
ど
の
よ
う
な
彫
像
を
で
も
作
る
場
合
、
先
ず
彼
は
そ
の
一
般
的
運
動
を
し
っ
か
り
と
考
案
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
彼
の
仕
事
の
最
後
ま
で
、
こ
の
彼
の
全
体
の
イ
デ
ー
を
彼
の
意
識
の
明
ら
か
な
光
の
う
ち
に

精
力
的
に
維
持
し
、
彼
の
作
品
の
最
も
小
さ
い
デ
ィ
テ
イ
ル
を
も
絶
え
ず
そ
こ
へ
引
寄
せ
、
そ
こ
へ
密
接
に
つ
な

が
ら
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
思
考
の
極
め
て
激
し
い
努
力
な
し
に
は
や
っ
て
行
け
な
い
。」
即
ち

芸
術
家
の
思
想
は
何
よ
り
も
、
全
体
の
イ
デ
ー
の
把
握
と
作
品
の
細
部
々
々
の
こ
の
イ
デ
ー
へ
の
内
面
的
結
合
と

の
う
ち
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
根
源
的
な
意
味
に
お
い
て
如
何
な
る
芸
術
も
思
想
を
持
っ
て
い
る
。
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芸
術
の
思
想
性
に
つ
い
て

文
学
の
思
想
性
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
、
こ
の
単
純
な
、
し
か
し
基
礎
的
な
意
味
を
先
ず
、
ま
た
絶

え
ず
念
頭
に
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
性
は
、
そ
の
表
現
手
段
が
色
彩
で
あ
ろ
う
と
言
語
で

あ
ろ
う
と
、
如
何
な
る
場
合
に
も
、
凡
て
の
芸
術
の
う
ち
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
真

の
芸
術
家
を
作
る
も
の
は
彼
に
お
け
る
思
想
家
で
あ
る
。
強
く
感
じ
て
も
弱
く
し
か
考
え
ず
、
物
の
真
理
の
不
正

確
な
見
方
を
有
す
る
者
は
下
級
の
芸
術
家
に
過
ぎ
な
い
。
強
く
感
じ
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
強
く
考
え
、
正
確
な
真
理

を
見
る
者
が
第
一
級
の
芸
術
家
で
あ
る
。
作
家
は
概
括
を
、
一
般
化
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
ど
の
よ
う
な
リ
ア
リ

ズ
ム
に
も
そ
の
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
す
で
に
思
想
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
他

方
単
に
一
般
化
の
た
め
の
思
想
を
有
す
る
の
み
で
は
作
家
に
な
れ
ぬ
。『
農
作
篇
』
を
書
い
た
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス

が
詩
を
害
す
る
こ
と
な
し
に
教
育
的
で
あ
り
得
た
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
彼
が
田
園
や
植
物
や
農
夫
に
つ
い
て

の
細
か
な
観
察
を
持
っ
て
い
た
が
た
め
で
あ
る
。
具
象
化
さ
れ
て
い
な
い
思
想
は
文
学
に
と
っ
て
思
想
と
も
云
い

得
な
い
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
光
学
を
否
定
し
た
の
も
、
そ
こ
で
は
色
彩
の
観
念
か
ら
分
離
さ
れ

て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
青
の
観
念
を
青
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、
黄
の
観
念
を
黄
そ
の
も
の
の
う
ち

に
求
め
た
。
彼
は
現
象
か
ら
離
れ
て
考
え
出
さ
れ
た
世
界
の
観
念
を
拒
否
し
た
。
反
対
に
、
彼
は
こ
の
世
界
の
彩

ら
れ
た
現
象
の
う
ち
に
凡
て
の
存
在
、
凡
て
の
真
理
、
そ
し
て
凡
て
の
深
さ
を
見
出
し
た
。
芸
術
家
は
も
と
よ
り
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多
様
な
現
象
を
放
置
す
る
の
で
な
く
、
夫そ
れ

ら
を
結
合
し
統
一
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
結
合
と
統
一
の
仕
方
を

措
い
て
別
に
作
家
の
思
想
と
云
う
べ
き
も
の
は
存
し
な
い
。
蓋
し
特
殊
と
一
般
と
の
具
体
的
な
結
合
以
外
に
何
か

現
実
的
に
思
想
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
だ
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
の
次
の
言
葉
は
正
し
い
、「
詩
人
の
世
界
観
が
最
も
強
力
に
出
て
く
る
の
は
不
十
分

な
直
接
の
言
葉
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
雑
多
な
も
の
を
統
一
し
、
部
分
々
々
を
結
合
し
て
一
つ
の
有
機

的
全
体
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
で
あ
る
。」
作
家
の
世
界
観
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
抽
象
的
に
作
品
の
中

の
若
干
の
箇
所
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
、ま
た
作
品
の
上
に
浮
動
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
、

更
に
作
品
の
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
さ
え
な
く
、
却
っ
て
作
品
形
成
の
内
面
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ

る
。
世
界
観
が
作
品
の
大
き
さ
も
、
幅
も
、
深
さ
も
決
定
す
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
場
合
に
見
ら
れ
た
よ
う

に
、
作
家
に
と
っ
て
思
想
な
い
し
世
界
観
が
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
て
受
取
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
彼
に
と

っ
て
真
の
思
想
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
思
想
が
作
品
構
成
の
内
面
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
思
想
が
真
で
0

0

あ
る
こ
と
だ
け
が
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
い
、
そ
れ
が
真
の
0

0

思
想
で
あ
る
こ
と
が
問
題
な
の

で
あ
る
。
真
の
思
想
と
は
作
品
形
成
の
内
面
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
よ
う
な
思
想
で
あ
る
。
か
く
し
て
芸
術
に
と

っ
て
思
想
が
外
在
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
見
解
は
間
違
っ
て
い
る
。
い
な
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
存
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芸
術
の
思
想
性
に
つ
い
て

在
と
論
理
な
い
し
思
想
と
の
同
一
性
と
い
う
有
名
な
哲
学
的
命
題
は
、
芸
術
に
お
い
て
最
も
具
体
的
に
実
証
さ
れ

て
い
る
と
さ
え
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
素
樸
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
立
つ
こ
と
を
欲
し
な
い
限
り
、
誰
も
此
の
命
題
を

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
そ
れ
の
理
解
が
阻
ま
れ
易
い
の
は
、
論
理
も
、
我
々
に
と
っ
て
は
形
式
化
さ
れ
て

歴
史
的
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
思
想
も
、
我
々
に
と
っ
て
は
体
系
化
さ
れ
て
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う

よ
う
な
、
歴
史
的
伝
統
の
す
で
に
古
い
時
代
に
我
々
が
生
活
し
て
い
る
と
い
う
事
情
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し

作
家
が
思
想
は
芸
術
的
活
動
に
と
っ
て
外
在
的
で
あ
る
と
感
ず
る
場
合
、
彼
は
実
は
思
想
の
窮
乏
を
感
じ
て
い
る

の
で
あ
る
。
真
の
芸
術
家
は
、
真
の
哲
学
者
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
論
理
や
思
想
を
既
に
あ
る
も
の
と
し
て
見

出
す
の
で
な
く
、
そ
れ
が
生
れ
て
来
る
と
こ
ろ
か
ら
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
思
想
は
、
我
々
が
恰
も
世
界
に
属

せ
ず
、
世
界
の
外
部
の
或
る
空
想
的
な
点
に
立
っ
て
世
界
を
眺
め
る
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
生
れ
て
来
る
も
の
で

な
い
。
科
学
の
根
柢
に
技
術
が
あ
る
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
思
想
は
動
く
世
界
の
内
部
で
我
々
自
身
動
く
こ
と
に

お
い
て
生
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
知
る
こ
と
は
眺
め
る
こ
と
で
な
く
、
動
か
し
動
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か

る
立
場
に
お
い
て
は
存
在
を
追
求
す
る
こ
と
は
思
想
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
思
想
を
追
求
す
る
こ
と
は
存
在

を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
動
く
こ
と
は
他
と
関
係
す
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
自
己
と
他
と
を
包
む
社
会
と
関

係
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
動
く
こ
と
が
「
関
係
す
る
」
こ
と
で
あ
る
故
に
、
動
く
こ
と
に
お
い
て
知
る
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こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
倫
理
と
論
理
と
は
別
の
物
で
な
い
。
倫
理
と
論
理
と
の
同
一
を
明

瞭
に
述
べ
た
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
た
。
倫
理
は
主
観
的
で
あ
っ
て
、
論
理
が
客
観
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
論

理
も
動
く
も
の
の
論
理
と
し
て
主
観
的
な
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
倫
理
も
社
会
的
倫
理
と
し
て
客
観
的
な

と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
動
く
も
の
は
本
来
主
観
的
＝
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
倫
理
も
論
理
も
ま
た
か
か

る
も
の
で
あ
る
。
如
何
な
る
作
家
も
倫
理
な
し
に
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
倫
理
な
し
に
は
彼
は
人
物

を
動
か
す
こ
と
、
一
人
の
人
物
と
他
の
人
物
と
を
関
係
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
し
か
る
に
も
し
か
よ
う
な
作
家

が
な
お
思
想
乃
至
論
理
に
対
し
て
嫌
悪
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
彼
が
論
理
の
本
質
を
正
し
く
理
解
し
て
お
ら
ず
、

ま
た
倫
理
と
論
理
と
の
同
一
性
を
理
解
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。

三

右
の
一
般
論
を
補
い
つ
つ
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
私
は
若
干
の
特
殊
問
題
に
触
れ
て
お
こ
う
。

先
達
て
議
論
さ
れ
た
局
外
批
評
家
の
問
題
を
考
え
る
に
、
局
外
批
評
家
と
は
文
学
的
な
批
評
を
す
る
も
の
で
は

な
か
ろ
う
。
か
よ
う
な
局
外
批
評
家
が
、
文
壇
内
部
の
人
々
は
ど
う
考
え
る
に
せ
よ
、
と
も
か
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
か
ら
要
求
さ
れ
る
と
か
い
う
こ
と
は
、
作
品
の
思
想
性
が
一
般
の
読
者
に
よ
っ
て
関
心
さ
れ
る
と
い
う
事
実
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芸
術
の
思
想
性
に
つ
い
て

を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
局
外
批
評
家
は
も
と
よ
り
専
門
的
な
文
学
者
で
な
く
、
む
し
ろ
一
般
読
者
の
一
人
で

あ
り
、
そ
し
て
彼
が
問
題
に
す
る
の
は
主
と
し
て
芸
術
の
思
想
性
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
芸
術
は
つ
ね
に
思
想
を
含

ん
で
い
る
。
ひ
と
は
ホ
メ
ロ
ス
、
ダ
ン
テ
、
ゲ
ー
テ
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
等
の
作
品
の
う
ち
に

如
何
な
る
哲
学
者
に
お
い
て
と
も
劣
ら
ず
多
く
の
思
想
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
横
光
氏
の
『
紋
章
』
の
如
き
作
品

の
有
す
る
人
気
の
一
つ
の
理
由
も
、
こ
の
作
家
が
小
説
に
お
い
て
思
想
を
追
求
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
で

あ
ろ
う
。
進
ん
で
考
え
る
な
ら
ば
、
文
学
の
思
想
性
は
文
学
の
通
俗
性
の
一
つ
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
所
謂
通
俗
文
学
即
ち
大
衆
文
学
を
見
て
も
容
易
に
知
ら
れ
る
。こ
の
種
の
文
学
に
は
思
想
が
な
い
の
で
な
く
、

む
し
ろ
積
極
的
に
思
想
が
、
特
に
倫
理
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
純
文
学
に
は
思
想
が
な
く
て
も
よ
く
、

む
し
ろ
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
問
題
は
却
っ
て
そ
の
思
想
の
種
類
、
質
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
大
衆
文
学
と
純
文
学
と
い
う
区
別
は
、
我
が
国
の
文
学
に
お
け
る
思
想
性
の
問
題
に
関
し
て
色
々
な

問
題
を
提
供
し
て
い
る
。

第
一
に
、
大
衆
文
学
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
思
想
は
倫
理
、
通
俗
倫
理
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
、
古
来
我

が
国
に
お
い
て
思
想
と
い
わ
れ
る
も
の
は
殆
ど
み
な
倫
理
的
で
あ
っ
た
。
倫
理
的
以
外
の
純
粋
に
論
理
的
な
、
理

論
的
な
思
想
は
発
達
し
な
か
っ
た
。
古
来
日
本
に
は
哲
学
が
な
か
っ
た
と
云
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
思
想
が
す
べ
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て
実
践
倫
理
的
見
地
に
固
着
し
て
い
た
こ
と
は
、
日
本
主
義
者
に
よ
っ
て
は
東
洋
の
「
実
学
」
と
し
て
称
讃
さ
れ

る
特
徴
で
あ
る
に
せ
よ
、
思
想
を
大
き
さ
も
幅
も
な
く
、
論
理
的
徹
底
性
を
欠
い
た
も
の
に
し
た
こ
と
は
争
わ
れ

ぬ
事
実
で
あ
る
。
我
が
国
の
思
想
の
か
よ
う
な
特
質
は
文
学
の
思
想
性
に
と
っ
て
も
深
い
関
係
の
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
思
想
は
実
践
倫
理
的
見
地
に
お
い
て
心
術
と
な
り
、
か
か
る
心
術
の
発
達
と
心
境
文
学
の
発
達
と
は
関
係
を

も
っ
て
い
る
。と
こ
ろ
が
明
治
以
来
西
洋
の
科
学
や
哲
学
の
移
入
に
よ
っ
て
思
想
の
概
念
も
今
日
で
は
変
化
し
た
。

日
本
の
国
語
及
び
文
学
は
か
か
る
意
味
で
の
思
想
の
表
現
の
伝
統
を
も
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
新
し
い
文
学
に
対

す
る
要
求
は
文
学
の
思
想
性
と
い
う
一
般
的
な
要
求
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
作
家
は
文
学
の
思

想
性
に
関
し
て
伝
統
の
欠
如
の
た
め
に
甚
だ
困
難
な
仕
事
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
困
難
の
克
服

は
今
後
の
文
学
の
発
達
に
と
っ
て
必
要
な
条
件
で
あ
る
。
文
学
思
想
に
お
い
て
倫
理
の
有
す
る
意
味
は
も
ち
ろ
ん

大
き
い
に
相
違
な
い
け
れ
ど
も
、
今
日
特
に
必
要
な
こ
と
は
世
界
観
に
ま
で
拡
大
さ
れ
深
化
さ
れ
た
思
想
の
表
現

で
あ
る
。
倫
理
も
単
な
る
倫
理
に
留
ま
ら
な
い
で
、
む
し
ろ
倫
理
と
論
理
と
の
同
一
性
の
把
握
が
要
求
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
大
衆
文
学
に
対
し
て
純
文
学
と
云
わ
れ
る
と
き
、「
純
」
と
い
う
字
も
我
々
に
は
多
少
気
懸
り
で
あ

る
。
日
本
文
化
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
純
粋
化
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
仏
教
も
日
本
へ
来
て
純
粋
化
さ
れ
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芸
術
の
思
想
性
に
つ
い
て

た
、け
れ
ど
も
仏
教
の
有
す
る
あ
の
哲
学
的
組
織
が
日
本
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
発
達
さ
せ
ら
れ
た
か
疑
問
で
あ
り
、

む
し
ろ
そ
れ
に
深
く
関
心
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
と
し
て
純
粋
化
さ
れ
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
支
那
文
化
も
日
本
へ
来
て
純
粋
化
さ
れ
た
、
し
か
し
同
時
に
そ
れ
の
大
き
さ
は
失
わ
れ
、
執
拗
さ
は
洗
い
落

さ
れ
た
と
も
云
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
俳
諧
は
発
句
に
純
粋
化
さ
れ
て
行
き
、
長
歌
は
短
歌
に
純
粋
化
さ

れ
て
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
純
粋
化
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
と
共
に
小
さ
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
日
本
文
化
の

ひ
と
つ
の
特
質
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
小
説
も
短
篇
小
説
と
し
て
純
粋
化
さ
れ
、
純
文
学
と
云
え
ば
短
篇
小
説

を
意
味
す
る
と
い
う
よ
う
な
有
様
に
な
っ
た
。
か
く
の
如
き
状
況
に
お
い
て
文
学
の
思
想
性
に
対
す
る
要
求
は
む

し
ろ
通
俗
性
に
対
す
る
要
求
で
あ
り
、
長
篇
小
説
に
対
す
る
要
求
で
あ
り
、
複
雑
な
構
成
を
も
ち
、
多
様
な
も
の

を
統
一
し
、
重
み
と
深
さ
と
を
も
つ
文
学
に
対
す
る
要
求
で
あ
る
。
純
粋
性
の
た
め
に
思
想
性
が
犠
牲
に
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
作
家
は
言
語
の
力
を
恐
れ
て
は
な
ら
ず
、
却
っ
て
そ
の
力
を
飽
く
ま
で
も
利

用
し
て
冒
険
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
他
の
種
類
の
芸
術
の
用
い
る
表
現
手
段
と
は
違
い
、
言
語
は
存
在
と
共

に
観
念
の
世
界
の
う
ち
に
自
由
に
運
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
言
語
の
芸
術
で
あ
る
文
学
は
特
に
「
思
想

芸
術
」
と
も
「
精
神
の
芸
術
」
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
言
語
は
個
別
性
と
同
時
に
一
般
性
を
現
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
か
ら
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
は
文
芸
学
の
一
法
則
と
し
て
「
個
性
的
な
も
の
の
不
安
定
な
性
格
の
法
則
と
し
て
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の
類
型
と
個
別
的
存
在
と
の
関
係
の
法
則
」
を
引
き
出
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
思
惟
の
抽
象
的
活
動
に
し
て
も
、

一
義
的
な
大
い
さ
を
作
り
出
す
機
械
的
活
動
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
生
産
物
は
流
動
的
な
も
の
、
弾
力
的
な
も
の

の
性
格
を
含
む
動
的
活
動
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ひ
と
が
「
家
」
と
い
う
言
葉
を
語
る
と
き
、
彼
が
そ
れ
に
よ
っ
て

イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
様
式
の
家
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
、
ド
イ
ツ
の
バ
ロ
ッ
ク
の
様
式
の
家
の
こ
と

を
考
え
て
い
る
の
か
、
定
ま
っ
て
現
さ
れ
て
い
な
い
。
思
惟
の
直
接
的
な
表
現
と
し
て
の
言
葉
の
特
有
性
は
、
そ

れ
の
要
素
即
ち
語
が
感
性
的
＝
直
観
的
意
味
と
共
に
論
理
的
＝
概
念
的
意
味
を
有
し
、
二
つ
の
価
値
群
の
間
の
関

係
が
決
し
て
明
瞭
に
、
一
義
的
に
規
定
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
云
い
換
え
る
と
、
言
語
（
思
惟
）
は

ひ
と
つ
の
対
象
を
つ
ね
に
個
別
的
存
在
と
し
て
と
同
時
に
類
的
存
在
と
し
て
現
し
、
そ
の
際
両
者
に
個
性
的
な
も

の
の
性
格
が
賦
与
さ
れ
得
る
。
そ
の
具
象
性
を
失
う
こ
と
な
し
に
直
接
に
思
想
の
世
界
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
言

語
の
力
が
利
用
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
我
が
国
の
伝
統
的
な
心
境
小
説
と
雖
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
思

想
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
た
だ
四
囲
の
社
会
的
並
び
に
文
化
的
状
況
が
変
化
し
た
今
日
に
お
い
て
は
、

思
想
と
い
わ
れ
る
も
の
の
意
味
も
変
化
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
共
に
文
学
に
お
い
て
も
新
し
い
思
想
性
と
そ

れ
に
相
応
し
た
様
式
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
純
粋
性
の
よ
り
包
括
的
な
、
よ
り
綜
合
的
な
、
よ
り
構

成
的
な
意
味
を
確
立
す
る
こ
と
が
我
々
の
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
。
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芸
術
の
思
想
性
に
つ
い
て

思
想
性
に
関
し
て
我
が
国
の
作
家
が
お
か
れ
て
い
る
困
難
は
、
日
本
の
文
化
が
西
洋
文
化
の
移
植
後
な
お
伝
統

が
浅
い
と
い
う
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
日
本
の
文
化
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
古
い
伝
統
を

持
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
多
く
の
過
去
の
も
の
は
変
化
し
た
社
会
的
条
件
の
も
と
に
外
国
で
は
見
ら
れ
な
い
程
度

に
お
い
て
関
係
を
切
断
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
種
々
注
目
す
べ
き
現
象
が
現
れ
て
い
る
。
先
ず
、
伝
統
が
浅
い
た

め
に
諸
々
の
文
化
領
域
の
間
に
お
け
る
相
互
作
用
が
十
分
に
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
文
学
に
し
て
も
科
学
や
哲
学
な

ど
と
の
密
接
な
関
聯
を
欠
い
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
文
学
の
思
想
性
に
つ
い
て
の
作
家
の
困
難
が
生
じ
て
い
る
。
次

に
ま
た
文
学
と
特
に
親
し
い
関
係
が
あ
る
倫
理
の
喪
失
が
認
め
ら
れ
る
。
西
洋
に
お
い
て
は
古
く
か
ら
若
干
の
中

心
問
題
、
例
え
ば
神
の
問
題
、
意
志
自
由
の
問
題
、
等
々
が
あ
っ
て
、
積
極
的
に
せ
よ
否
定
的
に
せ
よ
作
家
は
そ

れ
と
取
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
倫
理
を
養
っ
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
我
が
国
の
作
家
に
と
っ
て
は
そ
の
よ
う
な

倫
理
上
の
中
心
問
題
が
存
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
こ
と
が
作
品
の
思
想
性
を
稀
薄
に
す
る
一
つ
の
原
因
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
ま
た
特
に
二
つ
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
で
に
云
っ
た
よ
う
に
倫

理
と
論
理
と
の
同
一
性
を
考
え
る
な
ら
ば
、
作
家
が
真
剣
に
取
組
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
倫
理
的
問
題
は
今
日
甚
だ
多
い

の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
問
題
の
如
き
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
に
、
今
日
の
反
動
は
東
洋
主
義
の
復
活
を
も
た

ら
し
、
か
く
し
て
従
来
殆
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
た
に
し
て
も
我
々
の
血
の
う
ち
に
深
く
潜
ん
で
い
た
東
洋
的
な
倫
理
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的
問
題
、
例
え
ば
東
洋
的
「
自
然
」、
東
洋
的
「
無
」、
等
々
が
新
た
に
現
れ
て
来
つ
つ
あ
る
。
作
家
は
こ
れ
ら
の

問
題
と
も
挌
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
に
思
想
性
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
文

学
の
思
想
性
の
問
題
は
愈
々
切
実
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。



四
四
九

古
典
に
お
け
る
歴
史
と
批
評

古
典
に
お
け
る
歴
史
と
批
評	

【1937.4

】

一

一
般
に
歴
史
と
批
評
と
は
一
致
し
な
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
す
で
に
外
的
な
事
実
と
し
て
も
、
文
学
史
家

と
文
学
批
評
家
と
は
別
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
批
評
家
は
歴
史
家
で
な
く
、
歴
史
家
は
批
評
家
で
な
い
、
二

つ
の
才
能
は
種
類
を
異
に
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
い
ま
特
に
古
典
と
い
う
も
の
を
中
心
に
し
て
考

え
る
な
ら
ば
、
歴
史
と
批
評
と
は
本
来
一
致
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
古
典
は
文
学
史
家
の
重
要
な

対
象
で
あ
る
が
、
古
典
と
は
単
に
古
い
も
の
を
い
う
の
で
な
く
、
芸
術
的
に
価
値
の
高
い
も
の
を
い
う
の
で
あ
り
、

作
品
の
芸
術
的
価
値
の
高
さ
の
判
定
は
批
評
機
能
の
活
動
に
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場

合
に
お
い
て
も
歴
史
家
と
は
依
然
と
し
て
別
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
或
る
作
品
の
価
値
を
認
め
こ
れ
を
古
典
の

地
位
に
上
せ
る
の
は
批
評
家
で
あ
り
、
歴
史
家
は
か
く
し
て
見
出
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
彼
自
身
に
属
す
る
研
究

を
行
う
の
で
あ
る
。
尤
も
、
古
典
を
決
定
す
る
こ
と
は
批
評
家
の
仕
事
で
な
い
と
も
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
古
典

の
決
定
に
と
っ
て
は
却
っ
て
伝
統
が
、
そ
れ
故
に
歴
史
そ
の
も
の
が
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
の
で
あ
り
、
か
よ
う
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な
伝
統
的
な
評
価
を
基
礎
に
し
て
研
究
す
る
の
は
歴
史
家
で
あ
り
、
従
っ
て
批
評
家
の
批
評
の
対
象
は
古
典
で
な

く
現
代
の
作
品
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
翻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
古
典

を
決
定
す
る
も
の
が
歴
史
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
歴
史
そ
の
も
の
が
本
質
的
に
批
評
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
、
か
よ
う
な
歴
史
と
一
致
す
べ
き
も
の
と
し
て
歴
史
家
は
同
時
に
批
評
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
な
評
価
に
頼
っ
て
居
る
限
り
、
文
学
史
に
は
根
本
的
な
進
歩
が
あ
り
得
な
い
。
殊

に
我
が
国
の
文
学
史
に
つ
い
て
い
う
と
、
歴
史
家
に
批
評
が
乏
し
く
、
国
文
学
者
の
伝
統
的
な
、
非
近
代
的
な
審

美
眼
が
歴
史
的
研
究
の
進
歩
を
阻
害
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
文
学
史
及
び
文
学
論
に
お
け
る

古
典
主
義
は
伝
統
主
義
に
陥
り
易
い
。
こ
の
弊
を
避
け
る
た
め
に
は
歴
史
と
批
評
と
が
根
本
的
に
結
び
附
か
ね
ば

な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
歴
史
と
批
評
と
は
如
何
に
し
て
統
一
さ
れ
る
か
が
問
題
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
特
に

古
典
と
い
わ
れ
る
も
の
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
最
近
の
「
日
本
的
な
も
の
」
に
関
す
る
論
議
も

こ
の
点
に
つ
い
て
の
認
識
を
必
要
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
批
評
と
い
う
語
は
種
々
の
意
味
に
用
い
ら
れ
、
批
評
に
も
種
々
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
文
献

学
に
お
い
て
い
わ
れ
る
批
評
が
あ
る
。
文
献
学
的
批
評
は
も
と
よ
り
歴
史
と
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
歴

史
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
も
し
批
評
が
文
献
学
的
批
評
の
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
歴
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る
歴
史
と
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史
家
も
こ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
他
方
ま
た
歴
史
が
文
献
学
に
存
す
る
限
り
、
如
何
な
る
批
評
家
も
そ

れ
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
か
よ
う
に
し
て
純
粋
に
文
献
学
的
な
平
面
に
お
い
て
は
歴
史
と
批
評
と
は
対
立

す
る
も
の
で
な
い
。
文
献
学
は
歴
史
に
と
っ
て
も
批
評
に
と
っ
て
も
基
礎
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
と
対
立
的

に
見
ら
れ
る
批
評
は
文
献
学
的
批
評
の
こ
と
で
な
く
、
文
献
学
的
批
評
は
批
評
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
歴
史
と

い
わ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
問
題
は
文
献
学
的
平
面
以
上
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
問
題
は
こ
の
場
合
二
つ
の

段
階
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
文
献
学
的
方
法
が
唯
一
の
、
或
い
は
そ
れ
の
み
で
十
分

な
歴
史
の
方
法
と
看
做
さ
れ
る
場
合
、
歴
史
と
批
評
と
の
対
立
が
問
題
に
な
っ
て
来
る
。
し
か
し
第
二
に
、
文
献

学
と
い
わ
れ
る
も
の
は
単
に
批
評
の
み
で
な
く
、一
層
高
次
の
段
階
と
し
て
解
釈
の
領
域
を
も
含
む
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
歴
史
が
単
に
文
献
学
に
止
ま
る
こ
と
を
欲
し
な
い
者
は
解
釈
学
を
特
に
歴
史
の
方
法
と
し
て
発
達
さ
せ
て

来
た
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
解
釈
学
が
批
評
（
い
う
ま
で
も
な
く
文
献
学
的
批
評
の
意
味
で
は
な
い
）
を
追
い

払
お
う
と
す
る
場
合
、
ま
た
歴
史
と
批
評
と
の
対
立
が
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
場
合
は
後
に
廻
し
て
、

ま
ず
第
一
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

広
い
意
味
で
は
文
献
学
的
方
法
の
う
ち
に
解
釈
学
的
方
法
も
含
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
我
々

は
今
日
普
通
に
解
釈
学
が
或
る
特
別
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
に
従
っ
て
、
文
献
学
的
方
法
と
い
う
語
を
解
釈
学
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的
方
法
と
は
区
別
さ
れ
た
狭
い
意
味
に
用
い
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
と
き
文
献
学
的
方
法
の
中
心
を
な
す
も
の

は
文
献
学
的
批
評
で
あ
る
が
、
我
々
は
ま
た
今
こ
の
も
の
を
で
き
る
だ
け
広
い
意
味
に
理
解
し
て
、
例
え
ば
ラ
ン

ソ
ン
が
文
学
史
に
お
け
る
科
学
的
方
法
と
し
て
述
べ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
も
の
と
考
え
よ
う
。
い
う
ま
で

も
な
く
、
科
学
的
方
法
の
主
張
者
は
、
そ
れ
が
歴
史
的
方
法
そ
の
も
の
で
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
文

献
学
的
方
法
或
い
は
ラ
ン
ソ
ン
学
派
の
い
う
歴
史
的
方
法
が
文
学
史
の
研
究
に
と
っ
て
基
礎
で
あ
る
こ
と
は
否
定

し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
が
限
界
を
有
す
る
こ
と
も
争
わ
れ
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
限

界
は
古
典
と
い
う
も
の
を
対
象
に
し
て
考
え
る
と
き
殊
に
明
瞭
に
な
っ
て
来
る
。
古
典
と
は
普
通
に
理
解
さ
れ
る

如
く
文
学
上
の
傑
作
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
ラ
ン
ソ
ン
流
の
歴
史
的
方
法
は
傑
作
と
同
じ
く
凡
作
に
適
用
さ

れ
る
の
み
で
な
く
、
む
し
ろ
凡
作
に
対
し
て
一
層
有
効
に
適
用
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ソ
ン
も
そ
の
方
法

論
の
中
で
、
文
学
史
の
研
究
に
お
い
て
は
傑
作
と
同
様
に
も
ろ
も
ろ
の
凡
作
に
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
確
か
に
一
面
の
真
理
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
良
い
作
品
と
悪

い
作
品
と
を
一
緒
に
し
て
文
学
と
呼
ぶ
の
は
言
葉
の
濫
用
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
美
し
く

な
い
作
品
も
そ
の
時
代
の
事
件
、
風
俗
、
思
想
の
記
録
と
し
て
歴
史
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
、
し

か
し
そ
の
研
究
が
た
だ
ち
に
文
学
の
研
究
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
文
学
史
は
作
品
に
お
け
る
本
来
の
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文
学
的
な
も
の
即
ち
文
学
的
美
に
関
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
そ
の
研
究
の
中
心
に
傑
作
が
、
古
典
が
立

つ
の
は
当
然
で
あ
る
。し
か
る
に
文
献
学
的
方
法
は
そ
れ
自
身
で
傑
作
と
凡
作
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

文
献
学
的
方
法
に
よ
っ
て
古
典
を
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
他
の
仕
方
で
、
古
典
と
認
め

ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
研
究
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、自
己
が
初
め
て
古
典
を
定
め
る
の
で
は
な
い
。

或
る
ひ
と
つ
の
作
品
を
傑
作
と
し
て
判
定
す
る
こ
と
は
批
評
に
、
作
品
の
芸
術
的
価
値
の
評
価
の
意
味
に
お
け
る

批
評
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
文
学
史
の
主
要
な
対
象
が
傑
作
で
あ
り
、
そ
れ
の
含
む
美
で
あ
る
限
り
、
批
評
は
歴

史
か
ら
分
離
し
得
ぬ
要
素
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
文
学
史
は
文
学
批
評
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
さ
え
な
る
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
に
は
レ
ッ
シ
ン
グ
が
芸
術
批
評
家
は
芸
術
審
判
者
で
あ
る
と
い
っ
た
意
味
に
お
け
る
批
評
が
必
要
で
あ

る
。
し
か
る
に
文
献
学
的
歴
史
に
伴
い
易
い
欠
点
は
か
よ
う
な
批
評
機
能
の
喪
失
で
あ
る
。
そ
れ
は
衒
学
的
な
博

識
に
ひ
と
を
誘
惑
し
易
く
、
そ
し
て
こ
の
も
の
は
歴
史
的
相
対
主
義
に
ひ
と
を
堕
落
せ
し
め
易
い
。
文
献
学
者
は

凡
庸
な
作
品
に
対
し
て
古
典
的
な
傑
作
に
対
す
る
と
同
様
の
、
或
い
は
む
し
ろ
そ
れ
以
上
の
関
心
を
も
っ
て
接
す

る
の
で
あ
る
。
文
献
学
的
歴
史
的
方
法
の
陥
り
が
ち
な
相
対
主
義
こ
そ
歴
史
に
お
け
る
批
評
の
必
要
を
示
し
て
い

る
。す

で
に
い
っ
た
如
く
批
評
に
も
種
々
の
も
の
が
あ
り
、
文
献
学
的
批
評
は
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
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更
に
今
日
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
社
会
的
批
評
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
文
献
学
的
批
評
が
科

学
性
を
誇
る
よ
う
に
、
社
会
的
批
評
も
科
学
性
を
主
張
す
る
。
そ
の
実
証
的
精
神
に
お
い
て
両
者
に
は
共
通
の
も

の
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
文
献
学
的
批
評
が
作
品
の
美
的
価
値
の
評
価
の
意
味
に
お
け
る
批
評
で
な
く
却
っ
て
こ
れ

に
対
し
て
は
歴
史
で
あ
る
よ
う
に
、
社
会
的
批
評
と
い
わ
れ
る
も
の
も
批
評
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
歴
史
で
あ
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
そ
の
根
柢
と
な
っ
て
い
る
歴
史
観
は
二
つ
の
場
合
に
お
い
て
同
じ

で
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
は
共
に
飽
く
ま
で
客
観
的
歴
史
的
な
研
究
で
あ
ろ
う
と
欲
し
て
い
る
。
し
か
る
に
作

品
の
美
的
価
値
の
評
価
の
意
味
に
お
け
る
批
評
は
純
粋
に
客
観
的
な
過
程
で
あ
り
得
ず
、
却
っ
て
主
観
的
な
過
程

で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
よ
う
に
美
を
単
に
主
観
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る

に
し
て
も
、
何
等
か
の
意
味
に
お
い
て
主
観
的
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
美
を
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

ろ
う
。
社
会
的
批
評
も
ま
た
傑
作
に
対
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
凡
作
に
対
し
て
一
層
有
効
に
適
用
さ
れ
得
る
も
の

で
あ
る
。
社
会
的
批
評
に
よ
っ
て
、
初
め
て
作
品
の
古
典
的
な
価
値
が
定
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
な
く
、
そ
れ
が

古
典
に
向
け
ら
れ
る
場
合
、
何
が
古
典
で
あ
る
か
は
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
他
の
仕
方
で
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
社
会
的
批
評
の
目
的
と
す
る
作
品
の
社
会
的
価
値
或
い
は
階
級
的
意
義
の
見
地
か
ら
見
る
と
、
芸
術
的
に
は

凡
庸
な
作
品
も
傑
作
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
価
値
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
他
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古
典
に
お
け
る
歴
史
と
批
評

方
、
ギ
リ
シ
ア
芸
術
が
奴
隷
を
基
礎
と
す
る
社
会
の
芸
術
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
古
典
性
は
争
わ
れ
得
ず
、
ま

た
我
が
王
朝
文
学
が
貴
族
の
文
学
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
古
典
的
価
値
は
否
定
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
社
会

的
批
評
は
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
古
典
と
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
古
典
の
社
会
的
制
約
を
明
ら
か
に
し
得

る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
品
の
芸
術
的
価
値
の
評
価
の
意
味
に
お
け
る
批
評
で
は
な
い
。
尤
も
社
会
的
批
評
の

立
場
を
と
る
者
の
中
に
は
、
作
品
の
芸
術
的
価
値
と
は
そ
れ
の
社
会
的
等
価
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
者
も

あ
る
。
か
よ
う
な
見
方
に
或
る
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
に

は
社
会
そ
の
も
の
が
単
に
客
体
的
な
も
の
と
し
て
で
な
く
、
却
っ
て
主
体
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
社
会
的
批
評
も
批
評
と
し
て
は
或
る
主
観
的
な
も
の
の
意
味
を
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

二

社
会
的
批
評
も
し
く
は
社
会
史
的
方
法
は
文
献
学
的
方
法
よ
り
も
高
次
の
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
す
で
に
文
献
学
的
批
評
の
終
っ
た
作
品
の
上
に
活
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
歴
史
的
批
評
と

し
て
は
文
献
学
的
批
評
よ
り
も
一
層
批
評
的
で
あ
る
。
社
会
的
批
評
は
古
典
と
し
て
何
か
永
遠
の
も
の
と
見
ら
れ
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て
い
る
も
の
に
つ
い
て
そ
の
歴
史
性
を
、
そ
の
社
会
的
制
約
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
お
い
て
批
評
的
で
あ
る
。

す
べ
て
批
評
は
批
評
と
し
て
つ
ね
に
或
る
破
壊
的
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
文
献
学
的
批
評
で
さ
え
す
で
に
そ
う
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
が
ニ
ー
ブ
ー
ル
風
の
文
献
学
的
歴
史
的
批
評
に
対
し
て
一
種
の

嫌
悪
を
感
じ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
社
会
的
批
評
は
永
遠
の
古
典
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
作
品
に
対
し
て
さ

え
そ
の
歴
史
性
を
暴
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
批
評
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
献
学
的
批
評
や
社
会
的
批
評
は

前
に
述
べ
た
如
く
批
評
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
歴
史
と
い
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
批
評
と
考

え
ら
れ
る
一
つ
の
理
由
も
、
そ
こ
に
破
壊
的
意
味
が
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
批
評
の
本

性
の
う
ち
に
は
つ
ね
に
破
壊
的
意
味
が
存
す
る
限
り
、
そ
れ
ら
は
確
か
に
批
評
で
あ
る
。
し
か
る
に
古
典
と
い
う

も
の
は
そ
の
よ
う
な
客
観
的
批
評
を
越
え
る
或
る
も
の
を
も
っ
て
お
り
、そ
れ
故
に
こ
そ
古
典
で
あ
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
古
典
の
古
典
性
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
は
そ
こ
に
逸
速
く
何
か
永
遠
と
い
う

も
の
を
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
抽
象
的
に
永
遠
を
考
え
る
こ
と
は
多
く
の
意
味
を
有
し
な
い
。
我
々

は
ま
ず
反
対
に
、
批
評
が
古
典
に
対
し
て
破
壊
的
意
味
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
古
典
を
古
典
と
し
て
成
立
せ
し
め

る
も
の
は
む
し
ろ
歴
史
で
あ
る
と
い
お
う
と
思
う
。
批
評
が
破
壊
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
は
こ
の
場
合
保

存
を
意
味
す
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
歴
史
は
伝
統
で
あ
る
。
伝
統
な
し
に
は
古
典
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
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典
に
お
け
る
歴
史
と
批
評

る
。次

に
社
会
的
批
評
が
文
献
学
的
批
評
よ
り
も
一
層
批
評
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
後
者
が
過
去
か
ら

過
去
を
見
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
に
反
し
て
、
前
者
が
現
在
か
ら
過
去
を
見
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
文
献
学
的
批
評
は
過
去
の
作
品
を
純
粋
に
そ
の
過
去
の
時
代
に
お
い
て
捉
え
る
。
し
か
る
に
社
会
的
批
評
は

そ
う
で
な
く
、
そ
れ
が
本
来
関
心
し
て
い
る
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
と
い
う
が
如
き
現
在
の
問
題
で
あ
り
、
過

去
の
作
品
に
対
す
る
批
評
も
根
本
に
お
い
て
こ
の
階
級
的
見
地
に
関
係
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
批
評

が
歴
史
で
な
く
て
批
評
で
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
し
て
文
献
学
的
批
評
は
一
層
純
粋
に
歴
史
的

で
あ
る
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
知
ら
れ
る
如
く
、
批
評
は
現
在
か
ら
の
批
評
と
し
て
本
質
的
に
批
評

的
で
あ
る
。
歴
史
家
の
興
味
が
つ
ね
に
過
去
の
時
代
の
作
品
に
向
う
に
反
し
て
、
批
評
家
の
主
な
る
関
心
の
対
象

が
現
代
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
こ
れ
に
関
聯
し
て
い
る
。
古
典
が
歴
史
に
、
現
代
の
作
品
が
批
評
に
、
そ

れ
ぞ
れ
分
割
的
に
従
属
す
る
か
の
如
き
状
態
が
生
じ
て
来
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
社
会
的
批
評
は
現
在
の
立
場

に
立
っ
て
い
る
故
に
、
根
本
に
お
い
て
は
決
し
て
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
主
観
的
な
と
こ
ろ
が
あ

る
。
社
会
と
い
っ
て
も
主
体
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
純
粋
に
客
観
的
で
あ

る
の
は
む
し
ろ
文
献
学
的
批
評
で
あ
る
。
社
会
的
批
評
は
主
体
的
な
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
実
践
的
意
味
を
含
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ん
で
い
る
。
一
般
に
批
評
が
批
評
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
実
践
の
、
即
ち
文
学
そ
の
も
の
の
範
囲
に
つ
い
て
い
う

と
、
そ
れ
が
現
在
に
お
け
る
作
品
生
産
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
と
こ
ろ
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

右
に
述
べ
た
限
り
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
と
批
評
と
の
対
立
は
、
前
者
が
客
観
的
で
あ
る

に
反
し
て
後
者
は
主
観
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
前
者
が
過
去
的
で
あ
る
に
反
し
て
後
者
は
現
在
的
で
あ
る
と
い

う
こ
と
、
前
者
が
観
想
的
で
あ
る
に
反
し
て
後
者
は
実
践
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

歴
史
と
批
評
と
の
統
一
の
問
題
も
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
応
吟
味
す
べ
き
こ
と
は
、
我
々
が
社
会
的
批
評
は
批
評
と
し
て
主
観
的
で
あ
る
と
か
現
在
的
で
あ
る

と
か
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
社
会
的
批
評
は
、
普
通
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
従
う
と
、
却
っ
て
反
対
に
飽
く
ま

で
も
客
観
的
で
あ
り
ま
た
歴
史
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
た
だ
そ
の
と
お
り
で

あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
社
会
史
的
方
法
に
は
ど
こ
ま
で
も
制
限
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
如
く
社
会

的
批
評
は
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
作
品
の
芸
術
的
価
値
の
評
価
に
対
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
文

献
学
的
方
法
や
社
会
史
的
方
法
に
お
け
る
客
観
主
義
は
、
い
わ
ば
作
品
の
周
囲
を
彷
徨
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
作

品
の
中
心
を
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
作
品
の
成
立
の
も
ろ
も
ろ
の
外
的
原
因
を
説
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
に
し
て
も
、
最
も
内
的
な
原
因
は
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
作
品
が
作
ら
れ
る
最
も
内
的
な
原
因
と
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古
典
に
お
け
る
歴
史
と
批
評

い
う
の
は
作
家
の
天
才
で
あ
る
。
真
の
文
学
史
は
か
よ
う
な
天
才
、
そ
の
創
作
活
動
の
過
程
を
能
う
限
り
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
天
才
と
い
う
も
の
は
分
析
的
に
捉
え
ら
れ
ず
、
直
観
的
に
全
体
的
に

捉
え
ら
れ
る
の
ほ
か
な
い
。
直
観
に
よ
っ
て
美
的
な
作
品
を
一
全
体
と
し
て
特
徴
附
け
る
内
面
的
な
調
和
が
理
解

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
作
品
は
作
家
の
個
性
か
ら
発
す
る
一
個
の
独
自
的
な
全
体
で
あ
る
。
天
才
は
作
品
を
成
立
せ

し
め
る
諸
原
因
の
一
つ
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
他
の
諸
原
因
と
は
全
く
秩
序
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

他
の
諸
原
因
が
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
に
対
し
て
天
才
は
客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
主
観
的
な
も
の
で
あ

る
。
客
観
的
方
法
は
天
才
の
創
造
作
用
の
中
心
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
文
献
学
的
方
法
の
如
き
が
傑
作
に

対
し
て
よ
り
も
凡
作
に
対
し
て
一
層
適
切
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
作
家
の
天
才

が
作
品
を
一
つ
の
全
体
と
し
て
内
面
的
に
作
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
限
り
、
客
観
的
歴
史
的
批
評
は
作
品
に
対
し

て
は
ど
こ
ま
で
も
超
越
的
批
評
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
批
評
は
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
超

越
的
批
評
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
も
し
単
に
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

文
献
学
的
批
評
も
同
じ
意
味
に
お
い
て
超
越
的
批
評
で
あ
る
と
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
い
ま
文
献
学

的
批
評
は
批
評
で
な
く
て
歴
史
で
あ
り
、
社
会
的
批
評
は
こ
れ
に
反
し
て
批
評
で
あ
る
と
見
る
こ
と
に
理
由
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
社
会
的
批
評
の
超
越
性
は
何
か
そ
れ
以
上
の
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
社
会
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的
批
評
は
主
観
的
な
も
の
を
客
観
的
な
立
場
か
ら
批
評
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
超
越
的
批
評
で
あ
る
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
逆
に
、
そ
れ
は
客
観
的
に
自
己
自
身
に
お
け
る
一
全
体
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
を
主
観
的
な
も

し
く
は
実
践
的
な
立
場
か
ら
批
評
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
超
越
的
批
評
で
あ
る
の
で
あ
る
。
或
い
は
そ
れ
は

過
去
の
作
品
を
現
在
の
立
場
か
ら
批
評
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
超
越
的
批
評
で
あ
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
批

評
の
有
す
る
か
よ
う
な
意
味
は
先
に
述
べ
て
お
い
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
過
去
と
現
在

と
は
単
に
連
続
的
に
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
却
っ
て
非
連
続
的
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
批
評
の
超
越
性
は

根
本
に
お
い
て
そ
こ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。批
評
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
本
来
超
越
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

社
会
的
批
評
が
批
評
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
主
観
的
な
も
の
を
客
観
的
な
立
場
か
ら
批
評
す
る
と

こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
客
観
的
な
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
主
観
的
な
も
の
―
―
蓋
し
文
学
作

品
も
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
も
の
が
つ
ね
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
主
観
的
に
し
て
客
観
的
な
も
の
、
客
観
的
に

し
て
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
―
―
を
把
捉
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
単
に
超
越
的
批
評

で
あ
っ
て
同
時
に
内
在
的
批
評
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
社
会
的
批
評
の
有
し
得
る
欠
陥
で
あ
る
。

三
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典
に
お
け
る
歴
史
と
批
評

丁
度
そ
の
点
に
お
い
て
解
釈
学
的
方
法
は
す
ぐ
れ
た
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
文
献
学
的
方
法
も
し
く
は

社
会
史
的
方
法
と
は
反
対
に
作
品
を
一
つ
の
全
体
と
し
て
、
し
か
も
内
面
的
に
理
解
し
よ
う
と
欲
す
る
。
そ
れ
は

作
家
の
天
才
或
い
は
創
作
活
動
、
す
べ
て
主
観
的
な
も
の
を
重
視
す
る
。
解
釈
学
は
内
在
論
的
立
場
に
立
ち
、
作

品
の
内
在
的
解
釈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
特
色
と
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
解
釈
学
の
種
々
の
形
態
と
見
ら
れ
得
る

文
学
史
に
お
け
る
精
神
史
的
方
法
、
ド
イ
ツ
の
所
謂
文
芸
学
、
そ
の
応
用
と
し
て
現
れ
た
日
本
文
芸
学
、
等
々
に

つ
い
て
い
ま
批
評
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
我
々
は
た
だ
一
般
に
解
釈
学
を
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
意
味
に
お
け
る

歴
史
と
批
評
の
問
題
に
関
聯
し
て
一
応
検
討
し
て
お
こ
う
。
解
釈
学
は
批
評
で
あ
る
か
。
内
在
的
批
評
が
批
評
で

あ
る
限
り
に
お
い
て
そ
れ
は
批
評
で
あ
る
。
も
し
も
批
評
が
内
在
的
批
評
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
解
釈

学
こ
そ
真
に
批
評
的
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
す
べ
て
批
評
は
何
等
か
の
意
味
に
お
い
て
主
観
的

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
解
釈
学
は
批
評
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
品
の
美
の
理
解
に
対
し
て
関
心
を
も
っ
て

い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
解
釈
学
は
、
そ
れ
が
畢
竟
文
献
学
の
範
囲
に
属
す
る
よ
う
に
、
歴
史
で
あ
っ
て
批
評
で

な
い
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
批
評
は
本
質
的
に
超
越
的
批
評
の
意
味
を
含
ま
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
り
、し
か
る
に
解
釈
学
は
ど
こ
ま
で
も
内
在
的
な
立
場
を
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

解
釈
学
は
諸
作
品
の
間
に
連
続
的
統
一
を
立
て
る
こ
と
に
巧
み
で
あ
る
だ
け
、
そ
れ
ら
の
間
の
非
連
続
性
を
捉
え
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る
こ
と
が
で
き
な
い
。
解
釈
学
は
歴
史
の
発
展
を
有
機
的
連
続
的
な
も
の
と
見
て
、
そ
の
非
連
続
的
な
、
飛
躍
的

な
方
面
を
見
な
い
。
解
釈
学
は
そ
の
内
在
論
の
必
然
的
な
要
請
と
し
て
歴
史
の
全
体
が
完
了
的
に
与
え
ら
れ
た
も

の
の
よ
う
に
考
え
て
、
歴
史
を
真
に
発
展
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
解
釈
学
は
現
在
か
ら
過
去
を
見
る
立

場
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
過
去
か
ら
現
在
を
見
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
解
釈
学
は
要
す
る
に
観
想
の
立

場
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
実
践
の
、
そ
れ
故
に
現
在
に
お
け
る
文
学
の
生
産
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
な
い
。
こ

れ
ら
す
べ
て
の
点
か
ら
見
て
、
解
釈
学
に
お
い
て
は
超
越
的
批
評
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
ず
、
そ
の
限
り
解
釈

学
は
歴
史
で
あ
っ
て
批
評
で
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
再
び
古
典
の
問
題
に
還
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
文
学
上
の
古
典
と
い
わ
れ
る
作
品
は
完
璧
性
を
有
す
る

一
つ
の
全
体
と
し
て
歴
史
の
中
に
高
く
聳
え
て
い
る
。
か
よ
う
な
作
品
に
対
し
て
は
謙
虚
な
態
度
を
も
っ
て
た
だ

そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
、
作
品
の
美
的
価
値
は
す
で
に
定
ま
っ
て
い
る
、
そ
れ
に
対
し
て

は
価
値
批
評
（
作
品
の
美
的
価
値
の
評
価
）
も
不
用
で
あ
る
、
そ
れ
に
対
し
て
は
解
釈
学
が
最
も
適
切
な
方
法
で

あ
る
。
か
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
多
く
の
場
合
実
際
そ
の
と
お
り
に
な
さ
れ
て
い
る
。
古
典
的
な
作

品
に
対
し
て
は
社
会
的
批
評
は
も
ち
ろ
ん
つ
ね
に
、
文
献
学
的
批
評
で
さ
え
場
合
に
よ
っ
て
は
冒
涜
で
あ
る
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
如
何
な
る
作
品
も
歴
史
的
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
歴
史
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古
典
に
お
け
る
歴
史
と
批
評

的
な
も
の
は
主
観
的
に
限
定
さ
れ
る
と
同
時
に
客
観
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
、
自
己
自
身
に
お
い
て
限
定
さ
れ
る

と
同
時
に
環
境
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
的
で
あ
る
と
同
時
に
外
的
で
あ
る
。
従
っ
て
如

何
な
る
作
品
も
単
に
解
釈
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
批
評
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
古
典
と
い
え
ど
も
文
献
学
的
批
評
を

通
過
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
み
で
な
く
、
ま
た
社
会
的
に
批
評
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
確
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

そ
の
芸
術
的
価
値
そ
の
も
の
も
現
在
に
お
け
る
文
学
の
生
産
の
立
場
か
ら
新
た
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
批
評
は
批
評
と
し
て
破
壊
的
な
方
面
を
も
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
社
会
的
批
評
と
い
え
ど
も
単
に
破
壊
的
で

あ
る
の
で
な
く
、
ま
た
建
設
的
で
あ
る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
の
積
極
的
な
社
会
的
価
値
が
新
た
に
見
出
さ
れ
る

こ
と
は
古
典
に
い
よ
い
よ
光
輝
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
批
評
が
そ
の
本
性
上
つ
ね
に
破
壊
的
意
味
を
も
っ
て
い

る
と
し
て
も
恐
る
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
の
い
っ
た
よ
う
に
、
生
が
歴
史
に
仕
え
る
の
で
な
く
、
歴

史
が
生
に
仕
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
生
は
歴
史
を
破
壊
す
る
こ
と
な
し
に
み
ず
か
ら
歴
史
を
作
り
得
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
或
る
作
品
が
古
典
と
し
て
定
ま
る
の
は
単
に
現
在
の
批
評
に
の
み
よ
る
の
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
文
献
学
的
批
評
も
社
会
的
批
評
も
古
典
が
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
芸
術
的
価
値
の
高
さ
を
決
定
し
得

る
も
の
で
な
い
こ
と
は
先
に
述
べ
て
お
い
た
が
、
現
在
の
価
値
批
評
で
さ
え
も
が
何
等
か
の
作
品
を
古
典
と
し
て

決
定
し
得
る
も
の
で
な
い
。
古
典
が
古
典
と
し
て
定
ま
る
に
は
伝
統
が
、
そ
れ
故
に
歴
史
が
必
要
で
あ
る
。
古
典
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は
伝
統
に
お
い
て
古
典
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
場
合
ま
ず
歴
史
そ
の
も
の
が
絶
え

ず
批
評
を
行
い
、
か
よ
う
な
批
評
の
過
程
に
お
い
て
古
典
が
お
の
ず
か
ら
定
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
歴
史
そ
の
も
の
が
本
質
的
に
批
評
的
で
あ
る
と
見
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
そ

の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
伝
統
と
い
う
も
の
は
歴
史
の
か
よ
う
な
批
評
的
な
、
そ
れ
故
に
ま
た
破
壊
的

意
味
を
も
含
む
面
を
現
す
の
で
は
な
い
。
批
評
が
歴
史
の
否
定
的
な
面
を
現
す
と
す
れ
ば
、
伝
統
は
却
っ
て
そ
の

肯
定
的
な
面
を
現
す
の
で
あ
る
。
歴
史
は
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
自
己
肯
定
的
な
衝
動
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
衝
動

は
パ
ト
ス
と
呼
ば
る
べ
く
、
パ
ト
ス
は
そ
の
本
性
に
お
い
て
自
己
肯
定
的
で
あ
る
。
伝
統
と
い
わ
れ
る
も
の
は
こ

の
パ
ト
ス
を
根
柢
と
し
て
い
る
。
古
典
は
伝
統
と
し
て
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
か
よ
う
に
し
て
ミ
ュ
ト
ス

（
神
話
）
と
し
て
存
在
す
る
。
古
典
と
い
う
の
は
歴
史
に
お
い
て
ミ
ュ
ト
ス
と
し
て
浄
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

作
品
は
神
話
の
意
味
を
得
る
に
従
っ
て
古
典
の
地
位
に
上
る
。
す
べ
て
の
古
典
は
神
話
の
意
味
を
有
し
、
神
話
と

し
て
我
々
に
働
き
か
け
る
。
神
話
の
意
味
を
全
く
抽
象
し
て
し
ま
っ
て
は
古
典
の
古
典
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
。
古
典
は
単
に
古
い
も
の
と
し
て
神
話
の
意
味
を
有
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
生
き
た
伝
統
と
し
て
、
現

在
に
働
い
て
い
る
も
の
と
し
て
神
話
の
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
神
話
は
我
々
の
実
践
に
と
っ
て
も
必
要
で
あ

る
。
古
典
は
神
話
と
し
て
、
そ
れ
故
に
単
に
批
評
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
な
い
故
に
、
歴
史
の
世
界
の
う
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古
典
に
お
け
る
歴
史
と
批
評

ち
に
秩
序
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
古
典
と
い
う
も
の
が
な
い
な
ら
ば
、
或
い
は
も
し
古
典
と
い
う
も
の

が
絶
え
ず
何
等
か
の
批
評
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
歴
史
の
世
界
は
秩
序
の
な
い
も
の
と

な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
古
典
は
批
評
に
属
す
る
と
い
う
よ
り
も
歴
史
に
属
す
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

も
と
よ
り
古
典
が
古
典
と
し
て
定
ま
る
に
は
批
評
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
数
の
作
品
の
う
ち
一
定
の
も
の
が

古
典
と
し
て
選
び
上
げ
ら
れ
る
基
礎
に
は
す
で
に
価
値
批
評
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
そ
れ
が
古
典
と
し
て
迎

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
そ
の
社
会
的
価
値
に
つ
い
て
の
批
評
が
い
わ
ば
自
然
的
批
評
と
し
て
含
ま
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
の
み
で
な
く
多
く
の
古
典
は
一
定
の
歴
史
的
時
代
に
お
い
て
古
典
と
し
て
復
興
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
復
興
の
現
象
な
く
し
て
古
典
は
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
る
に
復
興
と
い
う
こ

と
は
そ
の
時
代
の
現
在
の
立
場
か
ら
過
去
の
も
の
が
批
評
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
批
評
を
含
ま
な
い
復
興

は
な
い
。
復
興
は
つ
ね
に
現
在
の
立
場
か
ら
の
復
興
と
し
て
批
評
的
で
あ
る
。
新
し
い
批
評
の
見
地
が
現
れ
る
に

従
っ
て
過
去
の
も
の
が
新
た
に
復
興
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
過
去
の
も
の
が
古
典
と
し
て
新
た

に
発
見
さ
れ
る
こ
と
或
い
は
す
で
に
古
典
で
あ
る
も
の
の
新
し
い
意
味
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

古
典
復
興
の
事
実
こ
そ
歴
史
の
含
む
批
評
的
な
面
が
単
に
破
壊
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
積
極
的
な
建
設
的
な
も
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の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
復
興
に
よ
っ
て
新
し
い
伝
統
が
建
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に

奮
い
伝
統
が
毀
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
批
評
は
両
面
的
で
あ
る
。
古
典
は
神
話
の
意
味
を
含
ん

で
い
る
が
、
復
興
は
ま
た
単
に
批
評
的
で
な
く
、
同
時
に
新
し
い
神
話
を
建
て
る
運
動
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
古
典

は
如
何
な
る
場
合
に
お
い
て
も
単
な
る
神
話
或
い
は
単
に
神
話
と
し
て
妥
当
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
つ
ね
に

価
値
批
評
に
堪
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
古
典
は
そ
の
イ
デ
ー
的
価
値
に
お
い
て

す
ぐ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
言
に
し
て
い
う
と
、
古
典
は
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
ミ
ュ

ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
古
典
は
ノ
モ
ス
（
法
）
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
ノ
モ
ス
と
は
単
に
イ
デ
ー
的
な
も
の
の
こ
と
で
な
く
、
イ
デ
ー
的
な
も
の
が
同
時
に
パ
ト
ス
的
意
味
を
含
む

と
き
ノ
モ
ス
と
い
う
の
で
あ
る
。
古
典
は
単
に
そ
の
イ
デ
ー
的
価
値
に
お
い
て
妥
当
す
る
の
で
な
く
、
同
時
に
ミ

ュ
ト
ス
的
価
値
に
お
い
て
妥
当
し
て
い
る
も
の
と
し
て
ノ
モ
ス
的
で
あ
る
。
ノ
モ
ス
は
法
と
い
う
意
味
に
お
い
て

イ
デ
ー
的
な
も
の
を
現
す
と
と
も
に
、
慣
習
或
い
は
伝
統
と
い
う
意
味
に
お
い
て
単
に
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
は
な

い
。
古
典
は
ノ
モ
ス
的
な
も
の
と
し
て
歴
史
の
世
界
に
秩
序
を
建
て
る
の
み
で
な
く
、
我
々
に
対
し
て
命
令
す
る

と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
と
批
評
と
を
区
別
し
て
考
え
る
と
き
、
両
者
は
互
い
に
対
立
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古
典
に
お
け
る
歴
史
と
批
評

す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
統
一
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
す
べ
て
か
く
の

如
く
矛
盾
の
統
一
と
し
て
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
現
実
の
歴
史
は
弁
証
法
的
な
も
の
と
し
て
動
い
て
ゆ
く
。

古
典
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
る
歴
史
と
批
評
と
の
関
係
の
問
題
は
単
に
方
法
論
的
平
面
に
お
け
る
も
の
で
な
く
、

根
本
的
に
は
歴
史
的
存
在
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
問
題
で
あ
る
。
即
ち
歴
史
的
な
も
の
は
弁
証
法
的
な
も

の
で
あ
り
、
古
典
と
い
わ
れ
る
も
の
も
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
古
典
が
有
す
る
か
の
如
く
見
え
る
永
遠
性
と
歴

史
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
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文
芸
は
人
間
を
創
造
す
る
。
我
々
は
も
ろ
も
ろ
の
作
品
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に
創
造
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
人
間

に
出
会
う
の
で
あ
る
。
芸
術
家
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
人
間
は
人
間
学
的
研
究
に
対
し
て
豊
富
な
且
つ
貴
重
な

資
料
を
提
供
す
る
。
詩
は
「
生
の
信
憑
す
べ
き
解
釈
」
を
与
え
る
、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
い
っ
て
い
る
。
尤
も
、
作

品
の
う
ち
に
作
り
出
さ
れ
た
人
間
は
す
で
に
そ
の
根
柢
に
お
い
て
作
家
の
有
す
る
人
間
学
に
規
定
さ
れ
、
こ
の
も

の
を
表
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
に
つ
い
て
彼
の
人
間
学
を
語
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
い
ま
我
々
の
目
的
は
、
種
々
の
作
品
に
現
れ
た
人
間
を
資
料
と
し
て
一
つ
の
人
間
学
を
構
成
す

る
こ
と
で
な
く
、
ま
た
種
々
の
作
家
の
人
間
学
を
区
別
し
或
い
は
更
に
類
型
に
分
つ
こ
と
で
も
な
く
、
却
っ
て
、

お
よ
そ
作
家
の
そ
の
よ
う
な
芸
術
的
活
動
は
人
間
の
本
質
と
如
何
な
る
関
係
を
有
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。
人
間
の
本
質
を
論
ず
る
の
が
人
間
学
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
の
問
題
は
、
人
間
を
創
造
す
る
文
芸
の
人

間
学
的
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
、
或
い
は
む
し
ろ
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
文
芸
が
可
能
で
あ
る
た
め
に

は
人
間
学
は
如
何
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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文
芸
作
品
の
現
す
も
の
が
人
間
の
概
念
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
芸
術
が
与
え
る
の
は
概
念
で

な
く
て
像
で
あ
り
、
形
で
あ
る
。
作
家
は
人
間
像
を
描
き
出
し
、
人
間
の
形
を
作
り
出
す
。
し
か
る
に
人
間

の
あ
ら
ゆ
る
能
力
の
う
ち
こ
の
よ
う
に
像
を
作
り
出
す
能
力
は
、
想
像
力
も
し
く
は
構
想
力
（	 im

agination, 

Einbildungskraft	
）
で
あ
る
。
構
想
力
が
芸
術
家
の
主
要
な
能
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
問
題
は
、
構

想
力
の
人
間
学
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
創
造
の
問
題
に
結
び
附
け
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
芸
術
は
特
に
創
作
或
い
は
制
作
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
単
に
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が

リ
ボ
ー
な
ど
の
い
う
創
造
的
構
想
力
（	 im

agination créatrice	

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
の
み
意
味
す
る
の
で

は
な
い
。
問
題
は
作
る
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
に
お
い
て
は
作
家
の
外
部
に
作
品
が
出
来
あ
が
る
。
こ
の
よ
う
な
制

作
は
人
間
の
本
質
と
如
何
な
る
関
係
を
有
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
構
想
力
と
如
何
な
る
関
係
を
有
す
る
か
と
い

う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

人
間
は
従
来
種
々
の
も
の
に
よ
っ
て
動
物
か
ら
区
別
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
人
間
の
本
質
は
作
る
と
い
う
こ
と

に
あ
る
。
人
間
は
制
作
的
人
間
で
あ
る
。
こ
の
場
合
作
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
経
済
的
物
質
的
生
産
の
意
味
に
の

み
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
元
来
、
作
る
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
。
し
か
る
に
作

る
と
い
う
こ
と
は
、
経
済
的
物
質
的
生
産
の
場
合
に
明
瞭
で
あ
る
如
く
、
技
術
と
結
び
附
い
て
い
る
。
い
な
、
す
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べ
て
作
る
と
い
う
こ
と
は
技
術
的
で
あ
る
。
制
作
（	 poivhsiV	

）
と
技
術
（	 tevcnh	

）
と
い
う
言
葉
は
ギ
リ
シ
ア

に
お
い
て
今
日
普
通
に
考
え
ら
れ
る
よ
り
も
遥
か
に
広
い
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
た
。
人
間
の
す
べ
て
の
行
為
が

技
術
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
、
作
る
と
い
う
こ
と
は
本
来
形
に
関
係
し
て
い
る
。
技
術
的

に
作
ら
れ
る
も
の
は
す
べ
て
形
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
制
作
と
技
術
と
は

構
想
力
に
関
係
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
ま
た
我
々
は
構
想
力
に
対
し
て
そ
れ
が
従
来
人
間
の
諸

能
力
の
う
ち
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
よ
り
も
遥
か
に
重
要
な
位
置
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
理
性
に

よ
っ
て
動
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
理
性
人
（	 hom

o sapiens	

）
の
人
間

学
に
対
し
て
、
近
代
に
お
い
て
は
制
作
人
（	 hom

o faber	

）
の
人
間
学
が
現
れ
た
が
、
か
よ
う
な
制
作
人
の
人

間
学
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
、
人
間
の
本
質
を
衝
動
と
見
る
見
解
と
結
び
附
い
て
い
る
。
し
か

し
も
し
人
間
の
本
質
が
衝
動
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
如
何
に
し
て
人
間
は
動
物
と
区
別
さ
れ
、
且
つ
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
制
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
と
動
物
と
の
間
の
最
初
の
区
別
を
な
す
の
は
理
性

（reason	

）
で
あ
る
よ
り
も
構
想
力
（	 im

agination	
）
で
あ
る
と
い
う
説
に
は
深
い
意
味
が
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ウ
ェ

ッ
ト
は
い
っ
て
い
る
、「
文
明
の
低
い
段
階
に
お
い
て
は
構
想
力
が
、
理
性
よ
り
も
、
人
間
を
動
物
か
ら
区
別
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
芸
術
（
技
術
）
を
追
放
す
る
こ
と
は
思
想
を
追
放
す
る
こ
と
で
あ
り
、
言
語
を
追
放
す
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る
こ
と
で
あ
り
、
す
べ
て
の
真
理
の
表
現
を
追
放
す
る
こ
と
で
あ
る
で
あ
ろ
う
」（	 Jow

ett, D
ialogues of Plato,	

Introduction to the R
epublic, C

LX
IV	

）。
こ
の
よ
う
に
構
想
力
の
根
源
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
作
人
の

人
間
学
は
そ
の
独
自
の
基
礎
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

普
通
に
技
術
は
自
然
法
則
と
そ
の
認
識
即
ち
科
学
を
基
礎
と
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
技
術
に
と
っ
て
科
学
は

確
か
に
そ
の
前
提
で
あ
る
。
如
何
な
る
技
術
も
自
然
法
則
に
反
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
に
従
っ
て
初
め
て
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
技
術
が
存
在
す
る
た
め
に
は
客
観
的
な
自
然
法
則
に
人
間
の
主
観
的
な
意
欲
が
加
わ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
は
客
観
的
な
も
の
と
主
観
的
な
も
の
と
の
綜
合
乃
至
統
一
で
あ
る
、
客
観
的
な
も
の
は
主
観

化
さ
れ
、
主
観
的
な
も
の
は
客
観
化
さ
れ
る
。
こ
の
統
一
は
技
術
を
通
じ
て
外
部
に
出
来
あ
が
る
も
の
に
お
い
て

実
現
さ
れ
る
。
そ
の
も
の
は
つ
ね
に
一
定
の
形
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
技
術
的
に
作
り
出
さ
れ
る
形
は
元

来
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。
科
学
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
の
は
一
般
的
な
、
従
っ
て

抽
象
的
な
法
則
で
あ
る
。
し
か
る
に
技
術
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
も
の
は
法
則
で
な
く
て
形
で
あ
り
、
形
は
単
に

一
般
的
な
も
の
で
な
く
却
っ
て
一
般
的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
具

体
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
形
は
タ
イ
プ
（
型
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
タ
イ
プ
は
概
念
で
な
く
て
形
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
綜
合
、
一
般
的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
の
綜
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合
と
し
て
の
形
を
作
り
出
す
能
力
が
構
想
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
技
術
家
、
特
に
新
し
い
形
を
作
り
出
す
技
術
家

即
ち
発
明
家
に
は
構
想
力
が
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
客
観
的
な
一
般
法
則
の
認
識
だ
け
で
は
足
り
な
い
、
彼
は

客
観
的
な
も
の
と
主
観
的
な
も
の
と
の
綜
合
を
求
め
、
抽
象
的
一
般
的
な
も
の
を
具
体
的
な
形
に
転
化
す
る
の
で

あ
る
。

す
べ
て
の
技
術
は
環
境
に
対
す
る
人
間
の
適
応
と
し
て
生
ず
る
。
人
間
は
環
境
か
ら
規
定
さ
れ
る
と
共
に
逆
に

環
境
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
作
業
的
関
係
と
し
て
主
観
的
人
間
的
な
も
の
と
客
観
的
環
境
的
な
も
の
と

の
統
一
が
技
術
で
あ
る
。
し
か
る
に
ひ
と
り
人
間
の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
の
生
命
は
環
境
の
う
ち
に
存
在

し
、
環
境
に
作
業
的
に
適
応
し
つ
つ
生
活
し
て
い
る
。
す
べ
て
生
命
を
有
す
る
も
の
は
形
を
有
し
て
い
る
が
、
こ

の
形
は
か
よ
う
に
し
て
技
術
的
な
形
で
あ
り
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
を
意
味
し
て
い
る
。

自
然
も
ま
た
技
術
的
で
あ
り
、
そ
の
形
は
技
術
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
鳥
の
形
、

魚
の
形
、等
、こ
と
ご
と
く
そ
う
で
あ
る
。
人
間
の
形
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
我
々
の
身
体
の
形
の
み
で
な
く
、我
々

の
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
形
は
皆
そ
の
よ
う
に
技
術
的
な
形
で
あ
り
、
技
術
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

人
間
は
動
物
と
は
違
っ
て
特
別
に
技
術
と
い
わ
れ
る
も
の
を
有
し
、
か
く
し
て
道
具
或
い
は
機
械
の
如
き
も
の
を

作
り
、
更
に
ま
た
芸
術
作
品
の
如
き
も
の
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
技
術
は
自
然
の
技
術
の
継
続
に
ほ
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か
な
ら
な
い
。
自
然
の
う
ち
に
は
形
成
的
活
動
（	 Form

ende Tätigkeit	

）
が
働
い
て
い
る
。
構
想
力
の
理
論
は

す
で
に
自
然
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
。「
技
術
は
一
方
に
お
い
て
自
然
が
仕
遂
げ
得
な
い
こ
と
を
完
成
し
、
他
方

に
お
い
て
自
然
を
模
倣
す
る
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
は
深
い
意
味
を
有
し
て
い
る
。
人
間
の
技
術
は

自
然
の
作
品
を
継
続
す
る
と
共
に
こ
れ
を
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

芸
術
も
ま
た
差
し
あ
た
り
技
術
の
一
種
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
が
技
術
と
芸
術
と
を
テ
ク
ネ
と

い
う
同
一
の
言
葉
で
表
し
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
し
か
る
に
近
代
の
美
学
及
び
芸
術
学
は
ひ
と
つ
の
不
幸
な
伝

統
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
芸
術
は
感
情
に
関
係
す
る
と
い
う
説
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ヴ
ォ
ル
フ
学
派

に
お
け
る
人
間
能
力
の
三
分
説
に
端
を
発
し
て
い
る
。
人
間
の
能
力
は
知
情
意
に
三
分
さ
れ
、
学
問
は
知
的
能
力

に
、
道
徳
は
意
志
に
、
芸
術
は
感
情
に
配
分
さ
れ
た
。
こ
の
間
違
っ
た
抽
象
的
な
人
間
観
が
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
芸
術
は
或
る
意
味
で
は
感
情
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
感
情
だ
け
で
は
芸
術
は
出
来
な
い
。

芸
術
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
芸
術
家
に
と
っ
て
も
客
観
的
な
能
力
、
従
っ
て
悟
性
と
い
わ
れ
る
も
の
が

必
要
で
あ
る
。
い
な
、
芸
術
家
の
主
要
な
能
力
は
ま
さ
に
構
想
力
で
あ
る
。

詩
人
の
構
想
力
に
つ
い
て
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ゲ
ル
は
い
っ
て
い
る
（	 V

gl. Em
il Erm

atinger, D
as dichterische 

K
unstw

erk, Zw
eite A

uflage 1923	

）、「
精
神
の
こ
の
形
成
的
な
生
命
を
ば
、一
方
で
は
感
覚
と
感
情
衝
動
（
意
志
）
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の
、
他
方
で
は
悟
性
の
極
か
ら
結
果
す
る
も
の
と
し
て
、
ひ
と
は
構
想
力
（	 Phantasie	

）
と
名
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
は
創
造
的
人
間
の
本
来
の
力
で
あ
る
、
確
か
に
、
実
証
主
義
的
な
心
理
学
や
文
芸
考
察
が
す
で
に

考
え
た
よ
う
な
単
な
る
記
憶
と
同
一
で
な
く
（
な
ぜ
な
ら
、
さ
も
な
け
れ
ば
最
も
豊
富
な
知
識
の
材
料
を
荷
う
学

者
は
彼
の
専
門
領
域
に
お
い
て
ま
た
最
大
の
創
造
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
が
、
実
際
に
お
い
て
は
そ
の

逆
が
普
通
で
あ
る
）、
却
っ
て
或
る
本
質
的
に
違
っ
た
も
の
、
新
し
い
も
の
、
独
立
な
も
の
で
あ
る
」。
こ
こ
に
エ

ル
マ
テ
ィ
ン
ゲ
ル
は	 Phantasie	

と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
が
、こ
れ
と	 Einbildungskraft	

と
い
う
語
と
の
区
別
、

例
え
ば
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
に
よ
っ
て
有
名
に
な
っ
た	 im

agination	

と	 fancy	

と
の
区
別
の
如
き
は
い
ま
我
々
に
と

っ
て
問
題
で
は
な
い
。
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ゲ
ル
は
、	 Phantasie	

（
構
想
力
）
を	 B

ildende K
raft	

（
形
成
力
）
と
も
言

い
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
の	 fantasiva	

と
い
う
語
は
、
ラ
テ
ン
語
で	 im

aginatio	

と
訳
さ
れ
た

が
、
も
と
記
憶
像
、
ま
た
夢
の
像
の
如
き
も
の
を
意
味
し
た
。
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ゲ
ル
に
よ
る
と
構
想
力
は
感
情
と

悟
性
と
の
統
一
で
あ
る
。
リ
ボ
ー
も
構
想
力
は
知
的
要
素
（	 facteur intellectuel	

）
と
感
情
的
要
素
（	 facteur 

ém
otionnel	

）
と
を
有
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
構
想
力
は
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
パ
ト
ス
的
な
も
の
、
客
観
的
な
も

の
と
主
観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。「
構
想
力
に
お
け
る
感
情
と
悟
性
と
の
協
働
を
、何
等
か
機
械
的
な
も
の
、

量
的
に
合
成
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
対
し
て
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。そ
れ
は
或
る
有
機
的
な
も
の
、
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生
命
的
な
も
の
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
、
新
し
い
形
像
と
価
値
を
創
造
す
る
も
の
で
あ
る
、
そ
の
う
ち
に
は
憧

憬
（	 Sehnsucht	

）
が
衝
動
力
と
し
て
働
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」、
と
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ゲ
ル
は
書
い
て
い
る
。

構
想
力
の
う
ち
に
は
憧
憬
が
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
エ
ロ
ス
が
働
い
て
い
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
感
情
と
悟
性
と

の
形
成
的
な
極
と
し
て
構
想
力
の
本
来
の
創
造
は「
神
話
的
な
像
」（	 M

ythisches B
ild	

）に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。

芸
術
家
の
構
想
力
の
作
り
出
す
像
は
単
な
る
現
実
の
模
写
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
た
だ
主
観
的
な
も
の

で
な
く
、
媒
介
さ
れ
ず
に
、
空
中
に
漂
い
な
が
ら
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
精
密
に
観
察
さ
れ
注
意
深
く

解
釈
さ
れ
た
現
実
の
中
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
像
の
う
ち
に
は
同
時
に
「
創
造
す
る
詩
人
的
力
の

神
話
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
す
べ
て
の
真
の
詩
人
は
構
想
力
の
神
話
形
成
的
な
力
を
所
有
す
る
、」
と
エ
ル
マ

テ
ィ
ン
ゲ
ル
は
い
っ
て
い
る
。

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
ば
単
に
空
想
的
な
も
の
、
何
等
リ
ア
リ
テ
ィ
を
有
せ
ぬ
も
の
の
よ
う
に
考
え
る
の

は
悪
し
き
常
識
に
過
ぎ
な
い
。
作
家
の
構
想
力
の
産
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
意
味
を
理
解
す
る
こ

と
な
し
に
文
芸
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
な
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
意
味
を
理
解
す
る

こ
と
な
し
に
一
般
に
文
化
と
い
う
も
の
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ヴ
ァ
レ
リ
イ
が
い
っ

た
よ
う
に
、
文
化
と
は
生
素
な
事
実
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
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で
き
る
。
構
想
力
は
た
だ
低
い
段
階
の
文
化
に
属
し
、
高
い
段
階
の
文
化
に
お
い
て
は
構
想
力
に
代
っ
て
理
性
が

支
配
す
る
と
考
え
る
の
は
間
違
っ
た
偏
見
に
過
ぎ
な
い
。
も
と
よ
り
我
々
は
構
想
力
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

理
性
を
、
ま
た
イ
デ
ー
を
軽
視
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
構
想
力
の
与
え
る
イ
メ
ー
ジ
が
イ
デ
ー
に
発
展

す
る
た
め
に
は
理
性
が
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
純
粋
な
理
性
は
イ
デ
ー
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

ず
、
イ
デ
ー
の
根
源
に
は
構
想
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
創
造
的
な
イ
デ
ー
は
単
な
る
思
惟
の
産
物
で
は
な
い
。

プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ア
の
認
識
に
対
す
る
衝
動
力
と
し
て
エ
ロ
ス
を
考
え
た
こ
と
に
は
深
い
意
味
が
あ
る
。
イ
デ
ア

は
も
と
概
念
で
な
く
形
を
意
味
し
た
。
構
想
力
は
身
体
的
主
体
的
な
も
の
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
て
い
る
。
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る「
イ
デ
ー
の
形
像
的
性
格
」（	 Im

aginärer C
harakter der Idee	

）は
、

イ
デ
ー
は
理
性
を
媒
介
と
し
て
純
化
発
展
す
る
も
の
と
は
い
え
元
来
構
想
力
に
よ
っ
て
生
れ
る
こ
と
に
も
と
づ
く

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
魂
の
な
い
自
然
主
義
的
作
品
に
対
し
て
、
生
き
た
文
学
は
イ
デ
ー
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
て
い
る
と
い
う
見
解
を
立
て
る
生
こ
そ
、
こ
の
イ
デ
ー
と
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
の
形
像
的
性
格
を
強
調
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
イ
デ
ー
は
根
本
思
想
、
定
理
、
教
訓
等
の
如
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
心
霊
的
な
直
観
と
衝
動
力

で
あ
る
。そ
の
こ
と
は
、作
品
に
お
け
る
そ
の
意
義
に
移
し
て
い
う
と
、イ
デ
ー
は
理
知
と
し
て
現
る
べ
き
で
な
く
、

そ
の
精
神
的
内
容
は
完
全
に
感
情
の
力
と
し
て
作
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
同
じ
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こ
と
を
言
い
換
え
る
と
、
イ
デ
ー
は
理
論
、
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
直
接
に
表
明
さ
る
べ
き
で
な
く
、
像
（B

ild

）
と

し
て
作
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、」
と
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ゲ
ル
は
書
い
て
い
る
。
一
般
的
な
理
論
を
具
体
的
な
形
に

転
化
す
る
も
の
は
、
科
学
に
対
す
る
技
術
的
発
明
の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
構
想
力
の
作
用
で
あ
る
。
ま
た

イ
デ
ー
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
は
、
形
と
い
わ
れ
る
も
の
が
元
来
弁
証
法
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も

の
と
の
統
一
、
時
間
的
な
も
の
と
空
間
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
芸

術
の
イ
デ
ー
は
彼
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
パ
ト
ス
か
ら
生
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
そ
の
衝
動
力
と
し
て

エ
ロ
ス
を
、
即
ち
無
か
ら
有
へ
の
、
無
限
定
か
ら
限
定
へ
の
、
闇
か
ら
光
へ
の
憧
憬
を
含
ん
で
い
る
。
イ
デ
ー
は

ロ
ゴ
ス
（
言
葉
）
と
結
び
附
き
、
ロ
ゴ
ス
な
し
に
は
イ
デ
ー
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
ロ
ゴ
ス
を
単
に
概
念

的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
生
き
た
言
葉
は
つ
ね
に
同
時
に
個
別
的
な
も
の
と
一
般
的
な
も
の
と

を
表
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
言
葉
は
タ
イ
プ
を
表
す
の
で
あ
り
、
タ
イ
プ
と
は
個
別
的
な
も
の
と
一
般
的

な
も
の
と
の
統
一
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
真
に
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
言
葉
は
も
と
概
念
で
な
く
て

形
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
文
芸
と
い
う
も
の
は
存
在
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ン
ボ
ル
ト
は
言
葉
と
精
神
と
は

ど
こ
ま
で
も
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
が
、彼
の
い
う
精
神
と
は
元
来
構
想
力
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

矛
盾
す
る
諸
性
質
を
結
合
し
得
る
我
々
の
唯
一
の
能
力
は
構
想
力
で
あ
る
と
彼
は
い
っ
て
い
る
。
理
性
と
直
観
及
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び
感
覚
と
を
突
然
の
奇
跡
に
よ
っ
て
の
如
く
驚
く
べ
き
調
和
に
も
た
ら
し
、
二
つ
の
避
け
難
く
矛
盾
す
る
本
性
を

一
つ
の
形
に
統
一
す
る
も
の
が
構
想
力
で
あ
る
。
タ
イ
プ
と
は
固
定
し
た
枠
の
如
き
も
の
で
な
く
、
ゲ
ー
テ
が
植

物
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
に
お
い
て
考
え
た
原
形
の
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
形
で
あ
る
。
人
間

は
「
あ
ら
ゆ
る
形
の
う
ち
の
形
」（	 die G

estalt aller G
estalten	

）
で
あ
る
、
と
モ
ー
リ
ッ
ツ
・
ア
ル
ン
ト
は
い

っ
た
。
人
間
は
ロ
ゴ
ス
（
言
葉
）
を
有
す
る
動
物
で
あ
る
と
い
う
の
は
よ
く
知
ら
れ
た
人
間
定
義
で
あ
る
が
、
人

間
は
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
と
い
う
の
み
で
な
く
、
人
間
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
人
間
は
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
形

の
う
ち
の
形
と
な
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
ギ
リ
シ
ア
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
、
ま
た
特
に
ヘ
ル
デ
ル
か
ら
ゲ

ー
テ
に
至
る
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
本
観
念
で
あ
る
（	 V

gl. H
erbert Franz, Von H

erder bis H
egel, 

Eine bildungsgeschichtliche Ideenvergleichung, 1938	

）。
人
間
が
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
単
に

概
念
（	 B

egriff	

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
告
白
（	 B

ekenntnis	

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ゲ
ー
テ
は
『
詩
と
真
実
』
の
な
か
で
彼
の
文
学
は
一
種
の
一
般
的
な
告
白
で
あ
る
と
述
べ
た
。
ひ
と
り
芸
術
家
の

活
動
の
み
で
な
く
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
告
白
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
文
芸
の
真
理
、
そ
し
て
一
般
に
人

間
的
真
理
は
、
概
念
の
真
理
で
な
く
、
告
白
の
真
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
め
。
ゲ
ー
テ
が
彼
の
自
叙
伝
を
「
詩
と
真
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実
」
と
名
づ
け
た
よ
う
に
、
す
べ
て
人
生
は	 D

ichtung	

の
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
真
の
告

白
は
行
為
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。芸
術
家
の
告
白
は
作
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

形
は	 B

egriff	
で
な
く
て	 B

ekenntnis	

の
意
味
を
有
す
る
が
、
か
よ
う
な
形
は
単
に
有
機
的
・
内
在
的
な
も
の
と

考
え
ら
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
こ
に
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ゲ
ル
等
の
理
論
の
限
界
が
あ
る
。
形
は
単
に
生
れ
る
も
の
で

な
く
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
技
術
的
に
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
身
体
的
な
形
で
さ
え
、
人
間
と
環
境

と
の
極
め
て
永
い
闘
争
の
歴
史
の
結
果
で
あ
る
。
身
体
的
な
も
の
も
単
に
生
れ
る
も
の
で
な
く
作
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
行
為
は
有
機
的
生
長
的
な
も
の
で
な
く
て
出
来
事
で
あ
る
。
形
は
有
機
的
内
在
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し

ろ
ジ
ン
メ
ル
が
形
に
お
い
て
生
は
生
を
超
越
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
形
は
つ
ね
に
超
越
的
な
も
の
で
あ
り
、
従

っ
て
ま
た
形
を
作
る
生
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
超
越
的
な
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
が
自
己

自
身
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
、
い
わ
ゆ
る	 B

ildung	

も
、
我
々
の
行
為
が
超
越
的
な
意
味
を
有
す
る
故
に
初
め

て
考
え
ら
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
超
越
は
同
時
に
内
在
で
あ
る
、形
は
生
の
内
在
的
超
越
を
現
し
て
い
る
。

自
己
が
自
己
の
外
に
自
己
か
ら
独
立
な
も
の
と
し
て
作
る
も
の
は
同
時
に
自
己
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
お
り
、
ま
さ

に
自
己
の
告
白
で
あ
る
。「
ゲ
ー
テ
に
あ
っ
て
は
行
為
は
た
だ
対
象
に
の
み
関
係
す
る
、
そ
れ
は
仕
事
と
し
て
要

求
さ
れ
、そ
し
て
そ
の
完
結
を
作
品
に
お
い
て
見
出
す
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
い
う
、『
人
間
が
為
す
べ
き
も
の
は
、
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第
二
の
自
己
と
し
て
彼
か
ら
離
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
も
し
も
彼
の
第
一
の
自
己
が
全
く
そ
れ

に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。』
人
生
の
意
味
は
デ

ー
モ
ン
が
、
自
分
自
身
の
う
ち
に
生
き
る
精
神
が
た
だ
活
動
し
始
め
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
は
な
お
充
さ

れ
な
い
、
こ
の
最
も
内
的
な
も
の
が
周
囲
の
世
界
に
向
う
と
い
う
こ
と
も
、
現
実
的
な
も
の
を
認
め
る
と
い
う
こ

と
も
、
な
お
最
後
の
も
の
で
は
な
い
、
却
っ
て
行
為
と
仕
事
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
と
作
品
と
に
よ
っ
て
こ
の
現
実

の
中
へ
集
中
的
に
踏
み
出
る
と
い
う
こ
と
の
み
が
人
間
的
使
命
の
究
極
的
な
実
現
で
あ
る
」（	 Franz, O

p. cit., S. 

136	

）。
人
間
は
行
為
す
る
こ
と
、
制
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
現
実
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
か
ら

独
立
な
新
し
い
現
実
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
真
に
現
実
の
一
つ
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
自
己
の
外
に
形
を
作
る
の
み
で
な
く
、
自
己
自
身
を
作
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
自
身
が
形
と
し
て
作
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
、
彼
自
身
が
ひ
と
つ
の
作
品
で
あ
る
。
し
か
も
人
間
は
自
己
の
外
に
形
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
己
の
形
を
作
る
の
で
あ
る
。
彼
は
物
を
作
り
つ
つ
自
己
を
作
り
、
作
ら
れ
た
も
の
は
自
己
か
ら
独
立
な
も
の
と

し
て
作
る
自
己
に
働
き
か
け
、
こ
の
も
の
を
作
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
作
っ
た
作
品
は
人
間
に
作
用
し
逆
に
人
間

を
作
る
。
作
ら
れ
た
人
間
の
像
が
人
間
に
と
っ
て
モ
デ
ル
と
な
る
。
す
べ
て
の
人
間
は
多
少
と
も
小
説
家
で
あ
る
。

彼
は
自
己
の
描
い
た
像
に
従
っ
て
行
動
す
る
。
創
造
的
な
行
為
は
一
般
的
な
規
則
か
ら
生
ず
る
も
の
で
な
く
て
具
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文
芸
的
人
間
学

体
的
な
人
間
の
像
に
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
格
率
的
倫
理
に
対
し
て
人
間
的
倫
理
と
い
わ
る
べ
き
も
の
は
、
一

般
的
な
法
則
で
な
く
て
人
間
の
像
が
直
ち
に
モ
デ
ル
と
し
て
我
々
に
働
き
か
け
る
よ
う
な
倫
理
で
あ
る
。
芸
術
家

は
道
学
者
よ
り
も
よ
り
深
く
時
代
の
風
俗
と
道
徳
に
影
響
す
る
。
作
品
の
う
ち
に
描
か
れ
た
人
間
の
像
は
法
律
よ

り
も
よ
り
強
く
人
間
の
行
為
に
作
用
す
る
。
そ
の
こ
と
は
人
間
の
よ
り
深
い
本
性
に
根
差
し
、
こ
の
も
の
に
お
け

る
構
想
力
の
根
源
的
な
力
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
作
家
の
作
り
出
し
た
人
間
の
像
の
う
ち
に
は
「
創

造
す
る
詩
人
的
力
の
神
話
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
作
品
の
人
物
の
み
で
な
く
、
お
よ
そ
歴
史
に
生
き
る

人
物
は
す
べ
て
何
等
か
神
話
的
意
味
を
有
し
、
構
想
力
の
神
話
形
成
的
な
力
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

単
に
文
芸
の
う
ち
に
の
み
で
な
く
、
一
般
に
歴
史
の
根
柢
に
は
構
想
力
の
論
理
が
働
い
て
い
る
。

十
七
、十
八
世
紀
の
哲
学
者
は
構
想
力
を
も
っ
て
人
間
に
お
け
る
欺
瞞
的
部
分
と
考
え
た
。
構
想
力

（im
agination

）
は
「
誤
謬
と
虚
偽
の
主
人
」
で
あ
る
と
パ
ス
カ
ル
も
い
い
、
こ
の
点
に
お
い
て
彼
は
デ
カ
ル
ト

と
も
一
致
し
て
い
る
。
新
し
い
人
間
学
は
、
構
想
力
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
直
す
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
の
み
文
芸
の
人
間
的
基
礎
も
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
自
然
科
学
の
影
響
の
も

と
に
近
代
文
化
を
支
配
し
た
「
法
則
」
の
概
念
に
対
し
て
「
形
」
と
い
う
も
の
の
意
味
が
新
た
に
理
解
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
そ
の
こ
と
は
ま
ず
科
学
に
対
す
る
技
術
の
理
念
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
形
を
作
り
出
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す
技
術
も
法
則
の
科
学
の
媒
介
を
必
要
と
す
る
。
芸
術
家
に
お
け
る
形
の
直
観
も
決
し
て
無
媒
介
な
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
知
性
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
更
に
彼
の
技
術
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
苦
労
を
経
て
き
た
直

観
で
あ
る
。し
か
し
そ
の
こ
と
は
構
想
力
の
根
源
性
を
害
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

制
作
人
の
人
間
学
が
文
芸
的
人
間
学
の
一
般
的
基
礎
で
あ
り
、
制
作
人
の
人
間
学
は
こ
れ
を
唱
え
た
十
九
世
紀
に

お
け
る
実
証
主
義
が
理
性
人
の
人
間
学
に
対
し
て
衝
動
を
重
ん
じ
た
の
と
は
異
な
っ
て
構
想
力
の
考
察
か
ら
新
し

い
理
念
を
獲
得
し
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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解
題

各
編
の
初
出

啓
蒙
文
学
論	

1929

（
昭
和
４
）
年10

月
雑
誌
『
改
造
』、
の
ち
『
観
念
形
態
論
』（1931

）
に
収
録
。

芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値	
原
題　
「
文
学
理
論
の
た
め
に
―
―
主
と
し
て
芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値
に
つ
い
て
―

―
」1929

（
昭
和
４
）
年
９
月
『
社
会
科
学
』（
改
造
社
刊
）、の
ち
「
芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値
と
の
哲
学
的
考
察
」

1929

（
昭
和
４
）
年11

月
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
協
定
』
第
二
輯
（
世
界
社
発
行
）、の
ち
『
観
念
形
態
論
』
に
収
録
。

文
学
形
態
論	

不
詳
、『
観
念
形
態
論
』
に
収
録
。

現
代
階
級
闘
争
の
文
学	

1933

（
昭
和
８
）
年
１
月
岩
波
講
座
『
日
本
文
学
』
の
１
分
冊
と
し
て
出
版
す
る
も
発

禁
と
な
る
。
第
十
一
巻
編
者
桝
田
啓
三
郎
が
、
伏
字
を
起
こ
し
、
そ
の
箇
所
に
×
の
傍
点
を
付
し
た
。

今
日
の
倫
理
の
問
題
と
文
学	

1933

（
昭
和
８
）
年
４
月
雑
誌
『
文
学
』
創
刊
号
、
の
ち
論
文
集
『
危
機
に
お
け
る
人

間
の
立
場
』
及
び
『
続
哲
学
ノ
ー
ト
』
に
収
録
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
パ
ト
ロ
ギ
ー	1933

（
昭
和
８
）
年
３
月
雑
誌
『
作
品
』（
作
品
社
発
行
）、
の
ち
論
文
集
『
危
機
に
お

け
る
人
間
の
立
場
』
及
び
『
哲
学
ノ
ー
ト
』
に
収
録
。
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ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
と
文
学	

1933

（
昭
和
８
）
年
10
月
雑
誌
『
文
芸
』（
改
造
社
発
行
）
創
刊
号
、の
ち
『
人

間
学
的
文
学
論
』
に
収
録
。

文
学
に
於
け
る
世
代
の
問
題	

原
題
「
文
学
的
世
代
の
問
題
」1933

（
昭
和
８
）
年
12
月
雑
誌
『
文
学
』、
の
ち
改
題
し

『
人
間
学
的
文
学
論
』（1934

）
及
び
『
続
哲
学
ノ
ー
ト
』
に
収
録
。

文
学
史
方
法
論	

1934

（
昭
和
９
）
年
７
月
岩
波
講
座
『
世
界
文
学
』
の
１
分
冊
、
の
ち
加
筆
浄
書
さ
れ
て
い
た
原

稿
を
基
に
、1946
（
昭
和
21
）
年
４
月
単
行
本
と
し
て
発
行
。
本
編
は
単
行
本
を
底
本
と
し
て
い
る
。

シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
に
つ
い
て	1934

（
昭
和
９
）年
９
月
雑
誌『
改
造
』、の
ち
論
文
集『
学
問
と
人
生
』（1942

）に
収
録
。

行
動
的
人
間
に
つ
い
て	

1935
（
昭
和
10
）
年
３
月
雑
誌
『
改
造
』、
の
ち
論
文
集
『
学
問
と
人
生
』
に
収
録
。

芸
術
の
思
想
性
に
つ
い
て	
1936
（
昭
和
11
年
）
１
月
『
中
央
公
論
』。

古
典
に
お
け
る
歴
史
と
批
評	
1937

（
昭
和
12
）
年
４
月
雑
誌
『
文
学
』。

文
芸
的
人
間
学	

1939

（
昭
和
14
）
年
４
月
『
文
学
』。『
続
哲
学
ノ
ー
ト
』
に
収
録
。

底
本:	

三
木
清
全
集
第
十
一
巻1967.8.17

岩
波
書
店
刊
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